
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-06-01

哄笑に耳をすませる : 上野英信『地の底の笑い話』
論 (【小特集】「政治と文学」再考—七〇年代の分
水嶺)

(Citation)
國文論叢,59:101-112

(Issue Date)
2022-03

(Resource Type)
departmental bulletin paper

(Version)
Version of Record

(JaLCDOI)
https://doi.org/10.24546/0100477499

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/0100477499

奥村, 華子



― 101 ―

【
小
特
集
】「
政
治
と
文
学
」
再
考
―
七
〇
年
代
の
分
水
嶺

哄
笑
に
耳
を
す
ま
せ
る

―
上
野
英
信
『
地
の
底
の
笑
い
話
』
論

―

奥
　
村
　
華
　
子

一
、
は
じ
め
に
─
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
「
笑
い
話
」

　

上
野
英
信
は
、
こ
れ
ま
で
「
記
録
」
と
い
う
文
脈
の
も
と
評
価
を
受
け
て

き
た
。
鳥
羽
耕
史
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
に
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
翻
訳

語
と
し
て
報
告
文
学
が
登
場
し
、
五
〇
年
代
に
は
戦
時
報
道
へ
の
懐
疑
を
背

景
に
、
自
然
主
義
文
学
を
仮
想
敵
と
す
る
新
た
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
法
と
目

さ
れ
た
の
が
「
記
録
」
で
あ
る（（
（

。
戦
後
、「
記
録
文
学
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の

定
義
と
認
知
に
深
く
関
わ
っ
た
人
物
に
、
杉
浦
明
平
が
い
る
。
安
部
公
房
や

花
田
清
輝
ら
と
の
〈
記
録
芸
術
の
会
〉
の
停
止
後
も
、
杉
浦
は
「
記
録
文
学
」

を
積
極
的
に
論
じ
、
一
九
七
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
記
録
文
学
ノ
ー
ト
』
で

は
、
上
野
英
信
を
代
表
作
家
と
し
て
高
く
評
価
し
た（（
（

。
現
在
に
も
つ
な
が
る

上
野
へ
の
評
価
は
、
杉
浦
に
よ
る
「
記
録
文
学
者
」
と
し
て
の
位
置
付
け
を

ひ
と
つ
の
基
本
線
と
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

杉
浦
の
「
記
録
文
学
」
論
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
戦
前
の
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
に
つ
い
て
、
記
録
的
要
素
が
あ
り
つ
つ
も
、
革
命
の
切
迫
感
に
追

わ
れ
対
象
の
精
確
な
調
査
が
行
わ
れ
ず
、「
認
識
も
記
述
も
自
然
主
義
的
方
法

し
か
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
」
不
徹
底
な
描
写
に
と
ど
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
る（（
（

。
こ
の
克
服
の
た
め
、
五
〇
年
代
後
半
に
は
「
記
録
文
学
」
を
ジ
ャ

ン
ル
と
し
て
確
立
す
る
方
法
論
的
自
覚
を
促
し
た
。
そ
し
て
七
〇
年
代
初
頭

に
は
、
日
本
全
体
が
文
壇
を
置
き
去
り
す
る
さ
な
か
、
文
壇
で
常
識
と
さ
れ

て
き
た
文
学
で
は
な
く
、
記
録
の
手
法
が
徹
底
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
る（（
（

。

五
〇
年
代
後
半
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
社
会
的
要
請
に
応
じ
る
「
記
録

文
学
」
の
提
唱
は
、
本
特
集
が
前
提
と
す
る
、
戦
前
の
綱
領
を
切
り
離
し
、

再
出
発
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
「
政
治
と
文
学
」
を
め
ぐ
る
動
向
、
そ
し
て
文

壇
で
隆
盛
す
る
文
学
へ
の
批
判
的
認
識
か
ら
独
自
季
刊
誌
を
刊
行
し
た
小
田

切
秀
雄
や
井
上
光
晴
の
抱
く
危
機
感
と
軌
を
一
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代

性
を
も
っ
た
「
記
録
文
学
」
の
旗
手
と
し
て
目
さ
れ
た
の
が
、
上
野
英
信
だ
っ

た
。

　

し
か
し
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
地
の
底
の
笑
い
話
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六

七
年
。
以
後
、『
笑
い
話
』
と
表
記
す
る（（
（

）
は
、
こ
の
よ
う
な
「
記
録
」
の
文

脈
か
ら
は
十
分
に
検
討
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
炭
鉱
労
働
者
の
姿
を

追
っ
た
上
野
の
作
品
中
、
最
も
言
及
さ
れ
る
の
は
『
追
わ
れ
ゆ
く
坑
夫
た
ち
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
。
以
後
『
追
わ
れ
ゆ
く
』
と
表
記
す
る
）
だ
。
三

井
三
池
争
議
の
末
期
、
中
小
炭
鉱
の
荒
廃
と
坑
夫
ら
の
苦
境
を
捉
え
た
こ
の
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作
品
は
、
社
会
的
関
心
を
集
め
、
商
業
的
に
も
成
功
し
た
。「
か
な
り
の
強
度

の
〈
私
〉
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
対
象
を
捉
え
る（（
（

」
こ
と
を
特
徴
と
す
る

上
野
の
手
つ
き
は
、
道
場
親
信
が
「『
追
わ
れ
ゆ
く
（
坑
夫
た
ち
─
筆
者
注
）』

で
確
立
」
さ
れ
た（（
（

と
述
べ
る
よ
う
に
、
お
お
む
ね
『
追
わ
れ
ゆ
く
』
が
頂
点

と
さ
れ
、『
笑
い
話
』
は
そ
の
裾
野
に
位
置
付
け
ら
れ
る
に
留
ま
る
。
一
方
、

『
追
わ
れ
ゆ
く
』
の
反
響
を
受
け
た
岩
波
書
店
の
依
頼
に
よ
り
執
筆
さ
れ
た

『
笑
い
話
』
は
、
正
統
な
次
作
と
し
て
「
当
然
〈
追
わ
れ
て
し
ま
っ
た
坑
夫
た

ち
〉
を
書
く
も
の
と
期
待
」
し
た
読
者
の
困
惑
を
招
き（（
（

、「
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と

文
学
の
折
衷
的
な
作
品
に
と
ど
ま
っ
て
い
る（（
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
『
笑
い
話
』
を
『
追
わ
れ
ゆ
く
』
の
単
純
な
延
長
に
お
く
か
、
あ
る
い
は
前

作
と
比
べ
た
時
の
破
調
を
見
る
か
、
両
者
の
評
価
の
素
因
は
と
も
に
、
端
的

に
い
っ
て
本
作
が
「
笑
い
」
を
主
題
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
上
野
自
身
も
本

書
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
、「
い
さ
さ
か
の
不
安
と
た
め
ら
い
を
覚
え
る
」

（
ⅳ
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
石
炭
鉱
業
の
終
閉
山
期
に
上
梓
さ
れ
た
本
作
に

「
笑
い
話
」
と
冠
す
る
こ
と
は
、
一
見
奇
妙
に
も
思
え
る
。
本
稿
で
は
、「
記

録
文
学
」
の
枠
組
み
を
自
明
視
す
る
の
で
は
な
く
、『
笑
い
話
』
を
記
す
上
野

の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
ふ
ま
え
、
い
か
な
る
「
笑
い
」
が
託
さ
れ
て
い
る
の
か
、

そ
の
内
実
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

二
、「
笑
い
」
の
生
ま
れ
る
場
―
「
笑
い
話
と
身
の
上
話
」

　

本
作
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
炭
鉱
労
働
者
が
坑
内
で
、
疲
労
と
倦
怠

を
ま
ぎ
ら
わ
せ
る
た
め
に
交
わ
し
あ
っ
た
「
笑
い
話
」
だ
。
全
八
章
（「
笑
い

話
と
身
の
上
話
」、「
死
霊
の
話
─
働
く
幽
霊
」、「
八
木
山
越
え
の
話
─
ヤ

マ
の
嫁
盗
み
」、「
特
別
キ
リ
ハ
の
話
─
女
坑
夫
の
哄
笑
」、「
ス
カ
ブ
ラ
の
話

─
黒
い
顔
の
寝
太
郎
」、「
ケ
ツ
ワ
リ
の
話
─
脱
走
と
逃
亡
」、「
離
れ
島
の

ケ
ツ
ワ
リ
の
話
」）
か
ら
成
る
。
集
録
さ
れ
た
話
は
、
石
炭
産
業
が
斜
陽
を
迎

え
、
閉
山
が
相
次
ぐ
ま
で
の
十
年
に
か
け
て
聞
き
集
め
ら
れ
た
。
前
作
『
追

わ
れ
ゆ
く
』
が
六
十
年
前
後
に
行
っ
た
現
役
の
炭
鉱
労
働
者
だ
っ
た
人
々
へ

の
取
材
を
中
心
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
明
治
期
か
ら
炭
鉱
業
に
従
事
し
た

人
々
が
語
っ
た
も
の
も
多
い
。
ま
た
『
追
わ
れ
ゆ
く
』
は
、
イ
ニ
シ
ャ
ル
で

労
働
者
ら
の
名
が
示
さ
れ
た
証
言
に
、
解
説
や
補
足
が
加
え
ら
れ
る
と
い
っ

た
体
裁
を
と
っ
て
い
た
が
、
本
作
で
は
「
笑
い
話
」
の
集
録
と
い
う
性
質
か

ら
、
数
名
以
外
語
り
手
に
関
す
る
記
述
は
な
く
、
上
野
に
よ
る
構
成
と
解
釈

が
よ
り
際
立
つ
。『
笑
い
話
』
の
特
徴
は
、
読
者
に
と
っ
て
も
「
笑
え
る
話
」

が
選
別
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
炭
鉱
固
有
の
「
笑
い
」
の
場
が
描
き
と
ら
れ

て
い
る
点
で
あ
る
。
典
型
的
な
ひ
と
つ
を
見
て
み
よ
う
。

―
坑
内
か
ら
一
人
の
男
が
息
を
き
ら
し
て
駈
け
あ
が
っ
て
き
た
。
何
か

い
お
う
と
し
て
し
き
り
に
あ
せ
る
が
、
あ
せ
れ
ば
あ
せ
る
ほ
ど
息
が
つ

ま
っ
て
言
葉
に
な
ら
な
い
。
人
々
は
水
を
飲
ま
せ
た
り
背
中
を
た
た
い

た
り
、
あ
れ
こ
れ
努
力
し
て
み
た
が
、
さ
っ
ぱ
り
効
果
が
な
か
っ
た
。

そ
こ
へ
彼
を
知
っ
て
い
る
者
が
現
れ
、「
待
て
待
て
。
そ
ん
な
こ
と
し
て

も
だ
め
だ
。
こ
い
つ
は
ひ
ど
い
ど
も
り
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
と
ど
め
、

彼
に
「
歌
で
や
れ
！
」
と
声
を
掛
け
た
。
す
る
と
彼
は
う
れ
し
そ
う
に

に
っ
こ
り
と
う
な
ず
き
、
や
お
ら
声
を
張
り
上
げ
て
「
ト
ッ
、
ト
ッ
、

ト
ッ
、
頭
領
さ
ん
、
フ
ッ
、
フ
ッ
、
古
洞
が
、
ポ
、
ポ
ー
ン
と
抜
け
た
」

と
歌
い
だ
し
た
。「
な
ん
だ
と
、
古
洞
が
抜
け
た
？
そ
れ
は
一
大
事
だ
！
」

と
い
う
わ
け
で
、
す
ぐ
さ
ま
み
ん
な
坑
内
へ
救
援
に
向
っ
た
と
い
う
話
。

歌
の
文
句
、
古
洞
が
天
盤
に
変
っ
た
り
、
頭
領
さ
ん
が
小
頭
さ
ん
に
な
っ

た
り
、
ヤ
マ
に
よ
り
人
に
よ
っ
て
細
部
の
変
化
は
あ
る
が
、
話
の
本
筋
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は
ま
っ
た
く
共
通
で
あ
る
。
急
を
知
ら
せ
る
の
は
か
な
ら
ず
極
度
の
ド

モ
リ
で
あ
り
、「
歌
で
や
れ
」
と
い
う
掛
け
声
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
彼

は
自
信
を
と
り
戻
し
て
歌
で
報
告
す
る
。
し
か
も
そ
の
歌
と
い
う
の
が

坑
内
で
ノ
ミ
と
金
槌
を
使
っ
て
ち
ん
ち
ん
ち
ん
ち
ん
と
孔
を
穿く

る
音
に

あ
わ
せ
て
歌
わ
れ
る
、
至
極
の
の
ん
び
り
し
た
調
子
の
石
刀
節
で
、
お

よ
そ
坑
内
の
非
常
事
態
を
知
ら
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
節
廻
し
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
れ
が
か
え
っ
て
切
迫
感
を
強
め
、
よ
り
一
層
お
か
し
さ
を
高

め
る
役
割
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
中
略
〕
一
瞬
を
争
う
坑
内
事
故
の

驚
愕
と
恐
怖
、
そ
れ
を
早
く
知
ら
せ
よ
う
と
あ
せ
れ
ば
あ
せ
る
ほ
ど
、

足
も
舌
も
ま
す
ま
す
硬
直
し
て
意
の
ま
ま
に
動
か
な
い
無
念
さ
な
ど
、

坑
夫
で
あ
る
か
ぎ
り
誰
一
人
と
し
て
避
け
が
た
い
絶
望
的
な
感
覚
の
擬

人
化
さ
れ
た
も
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
笑
い
話
の
あ
わ
れ
に
も
滑
稽
な
主

人
公
で
あ
る
。（
六
～
七
）

　

暗
闇
の
坑
内
で
、
先さ
き
や
ま山

が
鶴
嘴
を
振
る
い
、
後あ
と
や
ま山

が
石
炭
を
運
び
出
す
共

同
採
炭
の
間
、
坑
夫
ら
は
光
や
酸
素
の
よ
う
に
笑
い
話
を
取
り
入
れ
た
。
話

の
上
手
い
坑
夫
に
人
気
が
集
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
話
は
厳
し
く
選
別
さ
れ
た

が
、
引
用
の
「
歌
で
や
れ
」
と
い
う
話
は
、
と
く
に
人
口
に
膾
炙
し
た
も
の

だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
話
が
、「
笑
い
」
を
伴
う
話
と
し
て
親
し
ま
れ
た
と
い

う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
か
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
話
は
吃
音
の
坑
夫
を
嗤
う
も
の
で
は
な
い
。「
坑

夫
で
あ
る
限
り
誰
一
人
と
し
て
避
け
が
た
い
絶
望
的
な
感
覚
が
擬
人
化
さ
れ

た
も
の
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
共
感
を
も
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
の
が
こ

の
主
人
公
で
あ
る
。
吃
音
を
身
体
論
か
ら
捉
え
た
伊
藤
亜
紗
は
、
そ
れ
を
当

事
者
と
非
当
事
者
が
入
れ
替
わ
る
感
覚
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
た
。
当
事
者

に
と
っ
て
吃
音
は
、
自
分
の
意
思
で
は
制
御
不
能
な
身
体
の
顕
在
化
で
あ
り
、

傍
観
者
の
よ
う
な
気
分
に
陥
る
。
一
方
、
周
囲
の
非
当
事
者
は
、
吃
音
が
始

ま
る
際
に
自
分
の
体
も
巻
き
込
ま
れ
同
調
す
る
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
る
。
会

話
と
い
う
共
同
作
業
に
お
い
て
、
非
／
当
事
者
は
と
も
に
、
誰
の
制
御
下
に

も
な
い
身
体
を
前
に
、
事
態
を
見
守
る
し
か
な
い（（1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
膠
着
を
崩
す
の
が
、
身
体
に
依
拠
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
行
為
、

歌
で
あ
る
。
歌
う
こ
と
で
吃
音
が
お
さ
ま
る
こ
と
は
実
際
に
よ
く
あ
り
、
こ

れ
は
過
去
に
身
体
が
経
験
し
た
規
則
的
な
リ
ズ
ム
に
、
新
し
く
発
す
る
言
葉

を
乗
せ
、「
す
で
に
知
っ
て
い
る
意
味
の
う
ち
に
吸
収
し
」、
発
話
と
い
う
身

体
運
動
を
安
定
さ
せ
る
た
め
だ
と
い
う（（（
（

。「
歌
で
や
れ
」
で
は
、
吃
音
に
よ
っ

て
緊
張
が
増
幅
さ
れ
、
周
り
に
満
ち
て
い
く
。
そ
し
て
、
坑
内
に
響
く
ノ
ミ

と
金
槌
の
音
に
合
わ
せ
て
、
複
数
の
労
働
者
が
歌
う
石
刀
節
と
い
う
日
常
的

な
運
動
の
う
ち
に
「
非
常
事（（1
（

」
が
吸
収
さ
れ
、
一
報
が
伝
え
ら
れ
る
。
つ
ま

り
こ
の
話
は
、
ひ
と
り
の
坑
夫
の
身
体
を
飛
び
越
え
て
伝
わ
っ
た
緊
張
が
、

複
数
の
坑
夫
と
共
有
す
る
運
動
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
と
い
う
筋
道
を
も
つ
。

こ
の
話
に
お
け
る
吃
音
と
は
、
当
事
者
と
非
当
事
者
の
別
な
く
、
集
団
の
中

で
緊
張
と
緩
和
が
共
有
さ
れ
る
、
動
的
な
過
程
を
伝
え
て
い
る
と
い
え
る
だ

ろ
う
。

　

重
要
な
の
は
、
さ
ら
に
こ
の
「
笑
い
話
」
の
内
部
と
外
部
が
、
振
動
に
よ
っ

て
重
ね
ら
れ
て
い
く
こ
と
だ
。
話
の
中
で
、
言
葉
に
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
連

発
し
、
焦
り
と
と
も
に
体
を
震
わ
せ
る
吃
音
は
、
石
刀
節
に
重
な
り
、
手
か

ら
伝
わ
る
日
常
の
振
動
を
身
体
に
蘇
ら
せ
る
こ
と
で
、
歌
に
な
る
。
そ
し
て

歌
は
話
に
乗
り
、
今
ま
さ
に
金
槌
を
打
つ
聞
き
手
の
身
体
へ
届
け
ら
れ
、
日

常
的
な
労
働
の
響
き
へ
、
身
体
を
震
わ
せ
る
笑
い
を
上
書
き
し
て
い
く
。
皮

肉
に
も
、
生
活
の
た
め
に
採
炭
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
坑
夫
ら
は
地
上
か
ら
地
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底
へ
邁
進
し
て
坑
内
の
空
洞
化
を
早
め
、
事
故
の
危
険
を
高
め
た
。
話
の
内

部
で
は
そ
の
場
に
い
る
坑
夫
ら
の
感
じ
る
緊
張
が
集
団
の
中
で
解
消
さ
れ
、

外
部
で
は
話
が
伝
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
歩
進
む
度
に
増
す
日
常
的
な
労
働

の
恐
怖
が
、
振
動
の
重
な
り
に
よ
っ
て
、
安
堵
と
と
も
に
「
笑
い
」
へ
と
上

書
き
さ
れ
、
組
み
替
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
歌
で
や
れ
」
の
話
は
、
話
し
、
聞

く
と
い
う
構
造
に
お
い
て
、
身
体
の
記
憶
す
る
振
動
が
変
転
し
、
時
間
や
空

間
を
越
え
た
労
働
者
同
士
が
結
ば
れ
る
媒
介
と
も
な
っ
て
い
る
。

　

バ
タ
イ
ユ
は
、
笑
い
を
交
コ
ミ
ュ
ニ
カ
シ
オ
ン

流
に
よ
っ
て
定
義
す
る
の
で
は
な
く
、
交
コ
ミ
ュ
ニ
カ
シ
オ
ン

流
を

笑
い
で
定
義
し
た（（1
（

。
笑
い
は
、
集
団
に
お
け
る
供
犠
と
類
比
的
に
捉
え
ら
れ
、

た
と
え
ば
一
人
の
女
性
が
転
ぶ
の
を
笑
う
こ
と
は
、
供
犠
と
し
て
犠
牲
者
を

捧
げ
る
こ
と
の
代
わ
り
で
あ
る
と
い
う
。
供
犠
は
死
に
意
味
を
与
え
、
聖
な

る
交
流
を
人
々
に
も
た
ら
す
反
面
、
ど
う
捉
え
て
も
死
で
あ
る
た
め
に
恐
怖

と
嫌
悪
を
喚
起
さ
せ
る
。
笑
い
は
こ
の
よ
う
な
供
犠
の
「
不
安
の
交
流
」
を

「
不
安
の
除
去
の
交
流
」
へ
と
転
位
し
た
も
の
だ
。
転
ん
だ
女
性
を
見
て
笑
い

が
生
じ
る
と
き
、
周
囲
は
そ
れ
を
貶
め
る
の
で
は
な
く
、
女
性
が
自
分
と
同

じ
よ
う
な
人
間
で
、
あ
る
い
は
自
分
が
転
倒
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
感

情
を
抱
く
か
ら
、
不
幸
を
笑
い
、
不
安
を
取
り
払
お
う
と
す
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、
人
々
の
笑
い
を
、
交
流
を
も
た
ら
す
運
動
と
バ
タ
イ
ユ
は
考
え
た（（1
（

。

　

憂
い
が
な
い
か
ら
笑
う
の
で
は
な
く
、
笑
い
が
あ
る
か
ら
交
流
が
生
じ
、

そ
の
ひ
と
と
き
だ
け
は
恐
怖
を
手
放
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味

で
、
バ
タ
イ
ユ
の
い
う
「
笑
い
」
は
、
死
の
恐
怖
の
「
つ
ね
に
そ
の
一
歩
前

を
行
き
」、「
の
し
か
か
っ
て
く
る
恐
怖
を
取
り
除
く
も
の
」
と
さ
れ
る（（1
（

。「
歌

で
や
れ
」
の
話
は
、
次
の
瞬
間
に
は
事
故
が
降
り
か
か
る
か
も
し
れ
な
い
坑

内
で
、
繰
り
返
し
語
ら
れ
た（（1
（

。
坑
夫
に
と
っ
て
、
吃
音
の
坑
夫
は
、
嘲
笑
の

対
象
と
な
る
他
者
で
は
あ
り
え
な
い
。
事
故
の
当
事
者
と
し
て
か
、
そ
の
一

報
を
知
ら
さ
れ
る
者
と
し
て
か
、
次
の
瞬
間
に
は
自
身
が
話
の
登
場
人
物
と

化
す
か
も
し
れ
な
い
緊
張
状
態
に
お
い
て
、
坑
夫
ら
は
こ
の
話
に
自
身
の
姿

を
透
か
し
見
た
。
だ
か
ら
、
笑
い
飛
ば
す
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
集
団

に
お
け
る
「
笑
い
」
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
に
至
り
、
坑
夫
の
不
安
を
払
う

と
い
う
効
用
を
発
揮
す
る
「
笑
い
話
」。
上
野
は
、
話
自
体
の
印
象
が
薄
れ
て

し
ま
っ
た
執
筆
当
時
に
も
、
集
会
で
言
葉
に
詰
ま
る
者
が
い
れ
ば
、
こ
の
話

に
倣
っ
て
「
歌
で
や
れ
！
」
と
い
う
声
援
が
か
け
ら
れ
る
と
補
足
し
て
い
る

が
（
七
）、
こ
れ
は
言
葉
が
出
な
い
こ
と
が
吃
音
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
言
葉
が
無
事
に
聞
き
届
け
ら
れ
、
周
囲
に
「
笑
い
」
が
も
た
ら
さ
れ

る
話
に
擬
え
る
こ
と
で
、
話
し
手
に
安
堵
を
与
え
、
言
葉
を
促
す
機
能
が
残

る
も
の
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
の
読
解
を
経
て
み
る
と
、『
笑
い
話
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の

が
、
極
め
て
限
定
的
な
、
炭
鉱
労
働
者
特
有
の
「
笑
い
」
の
場
で
あ
る
こ
と

に
気
づ
く
。
上
野
は
、
こ
の
「
歌
で
や
れ
」
を
収
め
た
冒
頭
の
一
節
に
「
伝

達
不
可
能
な
真
実
を
伝
え
よ
う
と
す
る
苦
悶
」
と
名
づ
け
、
こ
れ
が
「
笑
い

話
」
の
生
命
で
あ
る
と
し
た
。『
笑
い
話
』
に
採
録
さ
れ
た
話
の
多
く
は
、
読

者
に
す
ぐ
に
了
解
さ
れ
、
面
白
お
か
し
く
読
ま
れ
る
と
い
っ
た
性
質
の
も
の

で
は
な
い
。
本
書
の
特
徴
は
、
独
立
し
た
、
一
見
断
片
的
な
話
が
配
置
さ
れ
、

炭
鉱
労
働
者
ら
に
と
っ
て
の
「
笑
い
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
が
検
討
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

三
、
幽
霊
た
ち
の
声
を
聞
く
―
「
働
く
幽
霊
」

　

で
は
こ
の
よ
う
な
話
を
書
き
残
す
上
野
の
立
場
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
本

節
で
は
ま
ず
上
野
英
信
に
よ
る
「
記
録
」
の
特
徴
と
そ
の
立
ち
位
置
を
確
認

す
る
。
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上
野
英
信
は
、
一
九
二
三
年
に
生
ま
れ
、
満
洲
の
建
国
大
学
に
進
学
し
た
。

学
徒
動
員
に
よ
り
山
砲
兵
第
二
十
八
連
隊
第
五
中
隊
に
入
営
、
そ
の
後
陸
軍

船
舶
練
習
部
砲
兵
教
導
隊
に
入
隊
し
、
一
九
四
五
年
に
広
島
県
宇
品
で
被
曝
。

戦
後
は
京
都
大
学
文
学
部
支
那
学
科
に
編
入
学
す
る
も
中
退
し
、
炭
鉱
夫
と

な
る（（1
（

。
炭
鉱
で
働
い
た
経
験
を
も
つ
上
野
は
、
し
か
し
茶
園
梨
加
の
い
う
よ

う
に
「
同
時
に
自
分
に
は
語
る
資
格
は
な
い
、
と
い
う
強
い
自
覚
が
あ
っ
た（（1
（

」。

そ
れ
は
『
笑
い
話
』
で
も
う
か
が
え
、
た
と
え
ば
『
追
わ
れ
ゆ
く
』
出
版
後

に
労
働
者
ら
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
批
判
を
紹
介
し
、
自
身
と
炭
鉱
労
働

者
と
の
隔
た
り
を
強
調
し
て
い
る
（
一
七
～
一
九
）。
ま
た
、
前
述
の
通
り
、

上
野
は
満
洲
で
大
学
生
活
を
送
り
、
従
軍
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て

語
っ
た
こ
と
は
少
な
い
も
の
の（（1
（

、
戦
後
の
炭
鉱
労
働
者
へ
聞
き
取
り
を
行
う

上
野
の
姿
勢
に
は
、
満
洲
で
の
経
験
が
関
わ
っ
て
い
る
。
軸
と
な
る
の
は
、

軍
隊
と
炭
鉱
で
聞
い
た
幽
霊
話
だ
。

　
「
天
皇
制
の
「
業ご
う
か担
き
」
と
し
て
」（『
潮
』、
一
九
七
二
年
）
と
い
う
文
章

で
は
、「
幽
霊
か
ら
も
見
棄
て
ら
れ
た
よ
う
な
廃
鉱
」
で
、
労
働
者
ら
か
ら
聞

い
た
幽
霊
話
を
思
い
返
す
な
か
で
、
山
砲
兵
だ
っ
た
時
に
耳
に
し
た
話
が
呼

び
起
こ
さ
れ
る
。
古
参
兵
の
話
に
よ
れ
ば
、
一
人
の
兵
卒
が
歩
哨
と
し
て
営

内
を
ま
わ
る
途
中
、
我
慢
で
き
ず
に
兵
舎
の
脇
に
あ
る
厠
に
と
び
こ
ん
だ
。

若
い
兵
士
は
、
菊
花
紋
章
入
り
の
銃
を
持
ち
込
む
こ
と
は
不
敬
と
思
い
、
銃

を
外
の
戸
口
に
立
て
か
け
た
。
し
か
し
出
て
く
る
と
、
す
で
に
銃
は
見
あ
た

ら
な
い
。
彼
が
厠
に
入
っ
て
い
る
と
き
に
巡
察
の
将
校
が
き
て
、
そ
の
銃
を

持
ち
去
っ
た
の
だ
。
彼
は
、
処
分
を
恐
れ
そ
の
厠
で
首
を
吊
っ
て
死
ん
だ
。

そ
の
後
、
厠
か
ら
は
夜
毎
「
銃
を
返
し
て
く
だ
さ
い
…
…
」
と
、
振
り
絞
る

よ
う
な
声
が
聞
こ
え
る
の
だ
と
い
う（11
（

。

　

戦
闘
で
は
な
く
、
天
皇
制
と
軍
国
主
義
の
下
に
命
を
落
と
し
た
兵
士
の
幽

霊
話
を
引
き
な
が
ら
、
上
野
は
自
身
を
「
天
皇
制
の
業
担
き
」
で
あ
る
と
す

る
。
原
爆
後
遺
症
の
痛
苦
と
相
俟
っ
て
、
数
多
の
兵
士
と
同
じ
く
天
皇
制
下

で
「
犬
死
に
」
を
強
い
ら
れ
た
と
い
う
被
害
意
識
が
上
野
に
は
あ
っ
た
。
一

方
で
、
従
軍
し
た
こ
と
に
よ
る
ア
ジ
ア
諸
国
へ
の
加
害
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

上
野
は
、
戦
時
の
体
制
や
権
力
を
糾
弾
す
る
と
き
、
自
身
の
加
害
経
験
と
戦

争
責
任
が
欠
落
し
て
い
く
こ
と
を
危
惧
し
た
。「
業
担
き
」
と
は
炭
鉱
地
方
で

使
用
さ
れ
る
言
葉
だ
が
、
こ
こ
で
は
制
度
下
の
尖
兵
と
し
て
で
は
な
く
天
皇

制
の
片
棒
を
担
う
水
平
な
立
ち
位
置
に
、
自
身
の
戦
争
責
任
を
見
定
め
よ
う

と
す
る
意
図
を
持
つ
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
責
任
は
、「
犬
死
に
」
し
た
兵

士
ら
と
は
対
蹠
的
に
、
今
な
お
続
く
天
皇
制
と
戦
争
責
任
の
一
部
と
し
て
「
犬

生
き
」
す
る
上
野
が
、
声
な
き
声
を
抱
き
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る

と
意
志
表
明
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
論
旨
に
お
い
て
、
兵
士
と
併
置
さ
れ
る
の
が
坑
夫
だ
。
軍
隊

と
炭
鉱
の
幽
霊
話
を
め
ぐ
る
上
野
の
論
で
特
徴
的
な
の
は
、
幽
霊
が
出
現
す

る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
見
守
り
受
け
取
る
者
の
存
在
が
不
可
欠
だ
と
す
る
点

だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
あ
る
男
性
坑
夫
が
危
険
な
場
所
で
石
炭
を
掘
っ
て
い

る
と
、
い
つ
も
見
知
ら
ぬ
女
性
坑
夫
が
手
伝
い
に
現
れ
る
と
い
う
幽
霊
話
が

あ
る
。
定
石
通
り
、
実
は
そ
の
女
性
坑
夫
は
死
者
で
、
手
伝
い
の
礼
に
地
上

に
連
れ
帰
っ
て
欲
し
い
と
頼
む
。
細
部
に
差
異
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
種
の
幽

霊
た
ち
は
共
通
し
て
、
こ
れ
は
と
見
込
ん
だ
生
者
を
手
伝
い
、
身
の
上
を
語

る
こ
と
で
、
地
上
で
丁
重
に
弔
い
を
あ
げ
て
も
ら
う
（
三
八
～
四
四（1（
（

）。
幽
霊

に
出
会
う
生
者
は
、
誰
で
も
よ
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。

　
『
笑
い
話
』
に
お
い
て
、
坑
内
に
現
れ
る
幽
霊
は
暗
闇
を
恐
ろ
し
げ
に
縁
取

る
も
の
で
は
な
い
。
上
野
に
よ
る
と
幽
霊
話
は
、「
死
者
と
生
者
と
の
労
働
の
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共
有
」（
四
一
）
を
核
に
す
る
。
死
霊
の
話
を
扱
っ
た
節
は
、
坑
内
事
故
の
死

者
を
め
ぐ
る
慣
習
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
が
、
事
故
死
し
た
坑
夫
の
遺
体
を

坑
外
へ
引
き
上
げ
る
時
、
坑
夫
ら
は
ノ
ミ
と
石
刀
を
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
遺

体
が
通
る
地
点
を
叫
び
、
魂
が
地
底
で
迷
わ
な
い
よ
う
道
を
知
ら
せ
る
と
い

う
。
こ
こ
で
は
、
一
節
で
も
取
り
上
げ
た
坑
内
労
働
の
音
が
、
生
者
が
死
者

を
導
く
標
と
な
っ
て
い
る
。
坑
内
事
故
の
死
者
を
め
ぐ
る
慣
習
か
ら
は
、
坑

内
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖
が
見
て
取
れ
、
こ
の
よ
う
な
恐
怖
や
哀

切
は
、
幽
霊
と
生
者
に
共
通
す
る
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
幽
霊
話
の
死
者
は
生

者
を
地
上
に
あ
げ
る
手
伝
い
を
し
、
生
者
は
死
者
を
地
上
へ
連
れ
帰
ろ
う
と

す
る
。
こ
こ
で
集
め
ら
れ
た
幽
霊
話
は
、
生
者
が
幽
霊
の
声
を
い
か
に
し
て

聞
き
取
る
か
、
と
い
う
方
向
へ
向
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
一
方
で
上
野
は
、「
天
皇
制
の
「
業ご
う
か担

き
」
と
し
て
」
の
中
で
、

戦
後
の
炭
鉱
で
は
、
幽
霊
は
出
て
く
る
能
力
を
欠
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
述

べ
て
い
る（11
（

。
幽
霊
が
現
れ
る
に
は
、
そ
れ
を
受
け
取
る
者
が
不
可
欠
な
の
だ

と
す
れ
ば
、
幽
霊
の
不
在
は
、
死
者
と
生
者
が
協
働
し
た
場
が
す
で
に
な
い

こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
、
上
野
は
幽
霊
を
現
前
化
す
る
生
者
に
自
身
を
数
え

あ
げ
て
い
な
い
。
迂
遠
な
や
り
方
で
の
検
討
と
な
っ
た
が
、
今
こ
こ
に
い
な

い
兵
士
と
坑
夫
に
対
峙
す
る
上
野
の
姿
勢
は
、
自
身
を
聞
き
取
る
べ
き
声
の

外
側
に
保
と
う
と
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
自
身
を
被
害
者
の
位
置
に
置

か
ず
に
、
声
な
き
声
を
抱
き
取
る
た
め
、
上
野
は
こ
の
よ
う
な
立
場
を
固
持

し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
上
野
は
、
労
働
者
ら
と
の
隔
た
り
を
強

調
し
、
幽
霊
の
話
を
、
そ
の
声
を
聞
き
取
っ
た
者
の
語
る
話
と
し
て
間
接
的

に
書
き
取
っ
た
。
そ
こ
で
の
幽
霊
は
、
た
だ
話
の
中
だ
け
に
し
か
残
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
消
え
ゆ
く
逃
亡
指
南
―
「
ケ
ツ
ワ
リ
の
話
」

　

で
は
、
話
を
交
わ
し
あ
う
人
々
と
は
距
離
の
あ
る
立
場
か
ら
記
さ
れ
た
「
笑

い
話
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
本
節
で
は
、
最
終
部
に
お
か
れ

た
「
ケ
ツ
ワ
リ
」
の
話
を
取
り
上
げ
る
。

　

耳
慣
れ
な
い
こ
の
言
葉
は
、
脱
走
を
意
味
す
る
朝
鮮
語
が
転
訛
し
た
も
の

で
、
炭
鉱
で
は
、
鉱
山
労
働
者
が
別
の
鉱
山
へ
逃
亡
す
る
こ
と
を
指
す
（
一

〇
八
～
一
〇
九（11
（

）。
も
と
も
と
は
朝
鮮
人
労
働
者
が
使
用
し
、
隠
語
と
し
て
日

本
人
労
働
者
ら
に
も
広
ま
っ
た
。
近
代
的
な
炭
鉱
業
の
勃
興
期
、
納
屋
制
度

と
い
う
中
間
請
負
制
度
に
よ
り
、
労
働
者
ら
は
自
身
の
所
属
す
る
納
屋
の
頭

か
ら
賃
金
管
理
を
行
わ
れ
て
い
た
。
一
九
〇
〇
年
代
頃
に
大
部
分
が
廃
止
さ

れ
、
経
営
会
社
が
労
働
者
を
直
接
統
括
す
る
よ
う
に
な
っ
た
後
も
、
納
屋
頭

は
所
属
坑
夫
の
稼
高
に
応
じ
た
手
当
を
受
け
取
っ
て
監
督
に
あ
た
り
、
労
働

者
は
、
純
直
轄
制
度
と
世
話
役
制
度
に
よ
る
労
働
現
場
と
生
活
空
間
の
双
方

へ
の
管
理
を
余
儀
な
く
さ
れ
た（11
（

。
そ
の
後
石
炭
需
要
の
増
加
は
、
専
業
坑
夫

に
対
す
る
拘
束
の
強
化
を
招
く
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
す
る
抵
抗
の
ひ
と

つ
が
、「
ケ
ツ
ワ
リ
」
で
あ
る
。

　

年
老
い
た
坑
夫
の
多
く
は
、
後
年
に
な
っ
て
も
こ
の
逃
亡
譚
を
、
詳
細
か

つ
生
き
生
き
と
語
っ
た
。
あ
る
女
性
坑
夫
は
、
ひ
と
つ
の
炭
鉱
に
三
日
も
居

着
か
な
い
「
ケ
ツ
ワ
リ
の
名
人
」
た
ち
を
、
恋
人
の
よ
う
に
数
え
上
げ
た
と

い
う
。「
第
三
者
に
と
っ
て
は
さ
っ
ぱ
り
面
白
く
も
お
か
し
く
も
な
い
話
」（
一

二
六
）
と
断
り
を
入
れ
な
が
ら
も
、
策
を
弄
し
て
会
社
を
出
し
抜
く
話
に
は
、

日
本
人
労
働
者
と
朝
鮮
人
労
働
者
の
協
力
、
あ
る
い
は
周
辺
の
被
差
別
部
落

の
助
力
な
ど
、
非
抑
圧
者
間
の
連
帯
を
語
る
も
の
も
多
く
、
最
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

な
「
笑
い
話
」
と
し
て
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て
い
る
。
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『
笑
い
話
』
で
は
例
外
的
に
、
現
在
の
語
り
手
の
姿
と
共
に
口
語
調
で
記
さ

れ
て
い
る
の
が
、
結
び
に
配
さ
れ
た
「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
の
話
で
あ
る
。
一

九
六
三
年
、
崎
戸
炭
鉱
の
納
屋
で
、
上
野
は
こ
の
七
十
歳
前
後
の
老
人
か
ら

話
を
聞
い
た
。
彼
は
、
明
治
の
末
か
ら
、
脱
走
自
体
を
目
的
と
し
て
長
崎
県

の
崎
戸
島
や
端
島
な
ど
あ
え
て
厳
し
い
離
島
を
渡
り
歩
い
た
と
語
る
。
話
の

中
心
と
な
る
の
は
、
香
焼
島
か
ら
四
人
で
脱
走
し
た
時
の
出
来
事
で
、
彼
ら

は
労
働
し
て
い
た
時
分
か
ら
「
ケ
ツ
ワ
リ
」
を
匂
わ
せ
、
闘
争
の
道
中
で
は

脱
走
坑
夫
で
あ
る
と
堂
々
と
名
乗
っ
た
。
そ
の
う
え
、
逃
げ
て
き
た
炭
鉱
へ

道
中
の
居
場
所
を
知
ら
せ
る
た
め
、
葉
書
代
を
立
て
替
え
て
も
ら
っ
て
ま
で
、

郵
便
を
出
し
続
け
た
と
い
う
。
脱
走
し
た
坑
夫
は
、
炭
鉱
に
入
る
際
に
経
費

等
を
貸
付
け
ら
れ
て
お
り
、
経
営
側
の
面
子
か
ら
、
費
用
を
惜
し
ま
ず
捜
索

さ
れ
た
。
脱
走
坑
夫
が
立
ち
寄
れ
ば
、
近
隣
の
船
着
場
や
酒
屋
か
ら
す
ぐ
に

炭
鉱
へ
報
告
が
あ
が
る
。
そ
の
た
め
老
人
の
振
る
舞
い
は
、
上
野
に
と
っ
て

は
じ
め
「
血
気
に
は
や
る
若
者
の
無
謀
な
冒
険
」（
一
八
〇
）
に
思
え
た
。
し

か
し
、「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
に
と
っ
て
は
、
葉
書
を
送
る
こ
と
は
、
後
に
残
し

た
坑
夫
ら
に
「
ケ
ツ
ワ
リ
」
の
成
功
を
知
ら
せ
る
た
め
だ
っ
た
。
逃
亡
に
失

敗
し
た
労
働
者
は
見
せ
し
め
に
厳
し
く
処
分
さ
れ
、
鉱
山
に
戻
ら
な
い
者
は

警
察
に
引
き
渡
し
た
と
虚
偽
が
伝
え
ら
れ
る
。
葉
書
は
、
追
手
を
笑
う
だ
け

で
な
く
、
坑
夫
ら
を
鼓
舞
し
、
ど
こ
を
経
由
す
る
べ
き
か
を
知
ら
せ
る
逃
走

経
路
の
指
南
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
だ
。

　

聞
き
取
り
の
翌
日
、
一
般
町
民
の
住
む
地
域
と
炭
鉱
と
の
間
を
往
復
す
る

小
さ
な
伝
馬
船
に
、
彼
の
姿
が
あ
っ
た
。
人
員
整
理
の
た
め
、
崎
戸
炭
鉱
か

ら
去
る
社
船
に
乗
り
込
む
希
望
退
職
者
と
見
送
り
の
人
々
が
桟
橋
に
溢
れ
る

脇
で
船
に
乗
り
込
む
「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
は
、
そ
の
光
景
を
一
切
見
遣
る
こ

と
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

そ
れ
は
ま
っ
た
く
、
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
と
い
う
感
じ
で
あ
っ
た
。

そ
の
き
び
し
い
孤
独
の
か
た
ま
り
の
よ
う
な
彼
と
、
い
ま
「
蛍
の
光
」

と
五
色
の
テ
ー
プ
に
送
ら
れ
て
島
を
後
に
す
る
者
た
ち
と
の
間
に
は
、

無
限
に
深
い
、
越
え
が
た
い
海
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

ま
っ
く
ら
な
海
の
底
か
ら
、
坑
夫
が
一
つ
の
ヤ
マ
を
去
る
と
い
う
こ
と

は
、
一
つ
の
島
を
棄
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
ん
な
こ
と
と
は
全
然
ち

が
う
も
の
だ
ぞ
、
と
い
う
凄
切
な
お
ら
び
声
が
わ
き
あ
が
っ
て
く
る
の

を
、
私
は
確
か
に
聴
い
た
。（
一
八
二
）

　

な
ぜ
一
九
六
三
年
に
炭
鉱
を
去
る
坑
夫
と
、「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
と
の
間
に

断
絶
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、「
笑
い
話
」
が
か
つ
て
の
意
味
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
上
野
は
、「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
だ
け
で
な
く
、
自

身
や
他
者
の
「
ケ
ツ
ワ
リ
」
話
を
語
る
老
人
た
ち
の
明
る
さ
の
影
に
、
苦
痛

を
見
る
。
そ
れ
は
、「
ケ
ツ
ワ
リ
」
譚
が
痛
快
な
話
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
語

り
手
と
聞
き
手
の
双
方
に
と
っ
て
、「
経
験
で
あ
り
、
情
報
で
あ
り
、
教
訓
」

の
（
一
四
八
）
集
積
だ
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
話
は
、「
相
互
の
今
日
と
明
日
の

運
命
と
直
接
に
関
わ
り
合
う
」（
一
四
八
）
実
用
性
に
富
む
共
有
財
産
と
し
て

語
ら
れ
て
き
た
。
だ
と
す
れ
ば
、「
脱
走
」
で
は
な
く
「
解
雇
」
に
よ
っ
て
炭

鉱
を
去
る
と
き
、
こ
の
話
は
す
で
に
集
団
の
な
か
で
意
味
を
欠
落
さ
せ
た
「
思

い
出
話
」
と
化
し
て
い
る
。

　
「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
の
「
孤
独
」
は
、
彼
が
「
ケ
ツ
ワ
リ
」
話
を
語
る
た
め

に
逃
亡
を
繰
り
返
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
の
「
ケ
ツ
ワ
リ
」

の
背
後
に
は
、
そ
れ
ま
で
に
連
綿
と
続
い
て
き
た
逃
亡
指
南
と
「
笑
い
」
が

あ
っ
た
。
不
敵
な
振
る
舞
い
に
有
用
な
指
南
を
託
そ
う
と
す
る
姿
は
、
語
る

べ
き
「
ケ
ツ
ワ
リ
」
と
し
て
、
こ
の
逃
亡
譚
に
名
を
連
ね
よ
う
と
す
る
一
心
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の
よ
う
に
看
取
さ
れ
る
。
語
り
終
え
た
の
ち
「
や
れ
や
れ
、
ほ
ん
な
こ
つ
、

き
ょ
う
は
肩
の
荷
が
お
り
た
げ
な
気
の
す
る
…
」（
一
八
一
）
と
漏
ら
し
た
と

い
う
「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
の
姿
か
ら
は
、
功
名
心
の
よ
う
な
も
の
は
う
か
が

え
な
い
。「
ケ
ツ
ワ
リ
の
名
人
」
と
し
て
、
誰
か
に
名
を
数
え
あ
げ
ら
れ
た
い

と
望
む
こ
と
は
、
い
つ
命
を
落
と
す
と
も
知
れ
な
い
な
か
、
そ
の
よ
う
な
方

法
で
し
か
記
憶
さ
れ
え
な
い
と
思
う
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
。「
竜
平
じ
い
さ

ん
」
は
、
話
に
身
を
投
じ
、
話
の
中
で
生
き
る
た
め
に
、
幾
度
も
困
難
な
逃

亡
を
遂
げ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
経
験
は
、
そ
れ
を
享
受
す
る
他
者
の
中
で
、

生
き
残
る
は
ず
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
経
験
」
の
失
墜
を
、「
物
語
作
者
」
と
い
う
概
念
と
と

も
に
指
摘
す
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
兵
士
の
姿
か
ら
、
口
伝
え
に
よ
っ

て
教
訓
や
実
用
的
手
引
き
を
伝
え
た
「
経
験
」
は
、
大
量
の
新
聞
報
道
や
戦

記
物
に
よ
る
即
時
的
な
「
情
報
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、「
物

語
」
を
介
し
な
が
ら
、
語
り
手
の
「
経
験
」
が
、
聞
き
手
の
「
経
験
」
へ
と

転
移
し
て
い
く
よ
う
な
伝
達
の
衰
亡
を
意
味
す
る
一
方
、
歴
史
叙
述
の
方
策

が
探
ら
れ
た
契
機
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
重
要
と
さ
れ
る
出
来
事
が
、

一
義
的
か
つ
因
果
的
に
並
べ
ら
れ
る
「
歴
史
主
義
」
を
批
判
し
、
語
り
手
と

聞
き
手
の
相
互
交
流
の
手
触
り
を
残
し
な
が
ら
出
来
事
を
記
す
「
物
語
作
者
」

と
、
歴
史
叙
述
の
あ
り
方
と
の
接
点
を
示
し
た（11
（

。「
歴
史
主
義
」
か
ら
取
り
こ

ぼ
さ
れ
る
の
は
、「
名
も
な
き
者
た
ち
」
の
事
績
で
あ
り
、「
歴
史
的
な
構
築
」

は
、
こ
の
「
記
憶
に
さ
さ
げ
ら
れ（11
（

」
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
現
在
と
は

非
連
続
的
な
他
者
の
記
憶
の
細
片
」
を
、「
解
読
す
る
他
者
」
へ
差
し
出
し
、

「
い
く
つ
も
の
他
者
の
記
憶
に
出
会
う
空
間
」
を
切
り
開
く
「
引
用
と
し
て
の

想
起
」
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る（11
（

。

　

一
九
六
〇
年
前
後
、
炭
鉱
閉
山
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
構
造
の
転
換
、
あ

る
い
は
労
働
運
動
の
争
点
と
し
て
、
盛
ん
に
報
じ
ら
れ
、
社
会
の
耳
目
を
集

め
て
い
た
。「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
の
姿
は
、「
蛍
の
光
」
と
五
色
の
テ
ー
プ
が

象
徴
す
る
よ
う
な
、
哀
切
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
典
型
化
さ
れ
た
炭
坑
労
働

者
像
の
一
部
と
な
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
よ
う
に
う
つ
る
。「
竜
平
じ
い
さ
ん
」

の
「
孤
独
」
は
、「
失
業
」
や
「
解
雇
」
と
い
っ
た
典
型
化
さ
れ
た
次
元
に
留

ま
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
身
の
「
経
験
」
と
、「
ケ
ツ
ワ
リ
」

譚
の
循
環
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
あ
る
。「
竜
平
じ
い
さ
ん
」
の
姿
を
通
し
て
上

野
が
聞
く
「
凄
切
な
お
ら
び
声
」
は
、
今
炭
鉱
を
去
ろ
う
と
す
る
人
々
だ
け

で
な
く
、
話
の
中
に
「
経
験
」
と
し
て
残
り
続
け
て
き
た
人
々
を
含
む
も
の

だ
ろ
う
。

　
『
笑
い
話
』
は
、
話
を
記
録
す
る
の
み
で
な
く
、
上
野
に
よ
っ
て
、「
経
験
」

が
伝
達
さ
れ
て
い
た
場
と
、
そ
の
喪
失
を
書
き
残
し
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
話
は
、
聞
き
、
語
る
、
炭
坑
労
働
者
た
ち
の
手
触
り
を
持
っ
た
「
記
憶

の
細
片
」
と
な
り
え
て
い
る
。
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
笑
い
」
の

場
が
露
呈
さ
せ
る
よ
う
に
、
外
部
と
容
易
に
接
続
さ
れ
え
な
い
か
ら
こ
そ
、

他
者
の
記
憶
と
し
て
の
「
解
読
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に

お
い
て
、『
笑
い
話
』
は
、
同
時
代
の
読
者
に
限
定
さ
れ
な
い
「
解
読
す
る
他

者
」
へ
向
け
ら
れ
た
、
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
機
能
す
る
可
能
性
を
備
え
て
い

る
。

五
、
む
す
び
に
か
え
て

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
も
と
に
、「
記
録
文
学
」
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
『
笑

い
話
』
の
位
置
に
つ
い
て
述
べ
、
む
す
び
と
し
た
い
。
二
節
で
み
た
よ
う
に
、

本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
「
笑
い
」
は
、
読
者
に
容
易
に
理
解
さ
れ
る
性
質

の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
上
野
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
三
節
で
み
た
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よ
う
に
、
炭
鉱
労
働
者
の
話
を
書
き
残
す
と
き
、
上
野
は
満
洲
経
験
を
素
地

に
、
自
身
を
徹
底
し
て
労
働
者
の
外
部
に
置
い
た
。
そ
し
て
、
四
節
で
み
た

よ
う
に
話
の
中
に
生
き
る
「
経
験
」
を
知
悉
す
る
と
は
し
な
い
立
場
は
、
支

配
的
な
歴
史
叙
述
に
与
し
な
い
、「
解
読
」
さ
れ
る
べ
き
余
地
を
残
し
た
記
憶

の
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
の
『
笑
い
話
』
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

　

だ
と
す
れ
ば
、
上
野
の
評
価
に
お
い
て
、
杉
浦
の
認
識
を
基
本
線
と
す
る

こ
と
に
は
見
直
し
が
必
要
だ
ろ
う
。
杉
浦
は
、
上
野
が
か
つ
て
労
働
者
で
あ

り
、
炭
鉱
で
生
活
す
る
か
ら
こ
そ
、
記
録
文
学
の
「
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
」

を
保
た
せ
る
と
評
価
し
た（11
（

。
こ
れ
は
、「
記
録
文
学
」
の
方
法
実
践
が
、
広
く

関
心
を
引
く
事
柄
に
つ
い
て
、
事
実
や
真
実
を
重
視
し
、
あ
り
う
べ
き
事
実

を
描
き
出
す
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る（11
（

。
作
家
が
意
義
あ
る

題
材
を
選
定
し
、
客
観
的
態
度
か
ら
現
実
と
地
続
き
の
事
実
と
し
て
切
り
出

す
こ
と
で
、
読
者
は
新
た
な
現
実
認
識
の
眼
を
開
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『
笑
い
話
』
は
、
同
時
代
の
読
者
に
向
け
た
即

時
的
な
処
方
箋
に
お
さ
ま
ら
な
い
。『
笑
い
話
』
の
巻
頭
に
は
、
鹿
児
島
県
の

あ
る
農
村
で
耳
に
し
た
と
い
う
「
ほ
ん
と
う
の
歌
を
聞
こ
う
と
思
う
な
ら
、

聞
け
な
い
人
間
に
聞
く
が
良
い
」
と
い
う
意
味
の
俚
諺
が
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し

て
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
自
身
を
疑
わ
な
い
者
が
最
も
現
実
を
知
ら

な
い
と
い
う
教
訓
を
示
す
。
こ
の
俚
諺
が
示
す
よ
う
に
上
野
は
、「
真
の
記
録

者
」
は
抑
圧
さ
れ
た
人
々
自
身
で
、
記
録
文
学
者
は
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
こ

と
を
前
提
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た（11
（

。『
笑
い
話
』
で
描
か
れ
る
の
は
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
転
換
や
労
働
運
動
と
い
っ
た
社
会
と
地
続
き
の
「
意
義
あ
る
題
材
」

か
ら
、
遡
及
的
に
必
要
と
さ
れ
る
炭
鉱
労
働
者
で
は
な
く
、
話
の
中
の
「
経

験
」
の
蓄
積
か
ら
現
れ
る
し
か
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
同
時
代
に
お
い
て
廃
鉱
を
多
く
取
り
上
げ
た
井
上
光
晴
と
の
比

較
か
ら
、
上
野
の
描
く
「
笑
い
」
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
井
上
光
晴
は
、「
ク

レ
バ
ス
の
中
の
政
治
と
文
学
」
に
お
い
て
、『
階
級
』（『
群
像
』
一
九
六
七
年

十
月
号
）
冒
頭
の
「
あ
あ
、
狂
い
咲
き
を
す
る
ま
ん
じ
ゅ
し
ゃ
げ
／
十
円
銅

貨
が
音
を
た
て
て
／
く
る
く
る
ま
わ
っ
て
川
底
に
／
い
、
い
、
い
、
い
、
突

込
ん
だ
（
閉
山
節
）」
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
を
再
掲
し
な
が
ら
、「
明
日
の
保

証
も
な
く
、
流
浪
の
運
命
に
さ
ら
さ
れ
た
時
、
人
々
は
た
だ
、
い
、
い
、
い
、

い
と
い
う
恨
み
と
も
な
げ
き
と
も
つ
か
ぬ
声
を
発
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
。

い
、
い
、
い
、
い
に
は
さ
ら
に
自
己
の
哀
れ
さ
へ
の
激
し
い
笑
い
さ
え
こ
も
っ

て
い
よ
う（1（
（

」
と
書
く
。
井
上
も
上
野
と
同
様
に
、
炭
鉱
離
職
者
へ
の
関
心
に

よ
る
作
品
を
多
く
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
閉
山
を
歌
う
声
に
、

自
己
を
哀
れ
む
「
激
し
い
笑
い
」
を
み
る
井
上
の
認
識
は
、
上
野
と
す
れ
違
っ

て
い
る
。
井
上
の
描
く
労
働
者
ら
の
「
笑
い
」
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
転
換
に
よ
っ

て
炭
鉱
を
追
わ
れ
た
者
た
ち
の
呻
吟
と
説
明
づ
け
ら
れ
、
井
上
に
聞
き
取
ら

れ
る
こ
と
で
す
で
に
役
目
を
終
え
て
い
る
。
井
上
に
よ
る
廃
鉱
小
説
群
や
そ

の
後
の
季
刊
誌
『
辺
境
』
に
お
け
る
活
動
は
、
井
上
の
似
姿
と
し
て
の
作
家

が
、
閉
山
す
る
炭
鉱
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
た（11
（

。
そ
こ
で
は
、

む
し
ろ
炭
鉱
と
の
断
絶
を
積
極
的
に
描
き
込
む
こ
と
が
、「
職
業
作
家
」
と
し

て
の
新
た
な
出
発
を
逆
説
的
に
証
左
す
る
の
で
あ
り
、
自
嘲
と
し
て
閉
じ
た

「
笑
い
」
へ
の
葛
藤
や
さ
ら
な
る
解
釈
は
み
え
な
い
。
対
し
て
、
上
野
の
み
る

「
笑
い
」
は
一
人
で
は
起
こ
り
え
ず
、
労
働
者
間
で
共
有
さ
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
そ
こ
で
描
か
れ
る
「
笑
い
」
は
、
上
野
や
読
者
に
は
伝
わ
ら
な
い

と
き
、「
笑
い
」
が
生
ま
れ
る
場
と
は
何
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
を
投
げ
か

け
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

奇
し
く
も
、「
記
録
文
学
」
は
、
石
牟
礼
道
子
の
再
評
価
と
も
連
動
し
、
昨

今
に
わ
か
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
増
え
た（11
（

。「
記
録
文
学
」
が
、
な
お
議
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論
の
渦
中
に
あ
る
現
在
、
そ
の
内
実
を
問
い
直
す
こ
と
は
重
要
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
こ
の
後
、
七
〇
年
代
の
仕
事
に
お
い
て
、
上
野
英
信
は
、
朝
鮮
人
労

働
者
や
、
ブ
ラ
ジ
ル
へ
去
っ
た
鉱
山
労
働
者
を
取
り
上
げ
、
そ
の
射
程
を
拓

い
て
い
く
。『
地
の
底
の
笑
い
話
』
に
み
ら
れ
る
上
野
の
姿
勢
を
、
今
後
の
七

〇
年
代
に
お
け
る
問
題
意
識
の
萌
芽
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
を
、
今
後
の
展

望
と
し
た
い
。

※
上
野
英
信
「
地
の
底
の
笑
い
話
」
の
引
用
は
す
べ
て
、『
地
の
底
の
笑
い
話
』（
岩

波
新
書
、
一
九
六
七
年
）
に
拠
っ
た
。

※
本
稿
で
は
、
現
在
差
別
用
語
と
さ
れ
て
い
る
語
を
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
た

だ
し
、
差
別
の
意
図
は
な
く
、
作
品
の
歴
史
的
文
脈
を
考
慮
し
た
上
で
使
用
を

行
う
。

※
本
稿
は
、
研
究
発
表
「
去
り
ゆ
く
炭
鉱
の
文
化
生
産
─
上
野
英
信
に
み
る
熱
戦

と
冷
戦
の
交
錯
」（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
「
東
ア
ジ
ア
冷
戦

下
の
日
本
に
お
け
る
社
会
運
動
と
文
化
生
産
」
オ
ブ
サ
ー
バ
ー
パ
ネ
ル
、
於
国

際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
九
年
七
月
二
十
八
日
）
の
一
部
に
よ
る
。

ま
た
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
奨
励
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ

る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

※
資
料
の
調
査
に
関
し
て
、
福
岡
市
総
合
図
書
館
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
こ
こ

に
記
し
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

注（
1
）	

鳥
羽
耕
史
『
一
九
五
〇
年
代　
「
記
録
」
の
時
代
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇

一
〇
年
、
八
～
十
八
頁
。
新
た
な
方
法
論
と
し
て
、
た
と
え
ば
、『
岩
波
講
座　

文
学
八　

日
本
文
学
の
問
題
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
四
年
）
で
は
、「
現
代
」

文
学
の
問
題
と
し
て
、
堀
田
善
衛
が
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
を
論
じ
、
民
間
文
書

と
寓
話
を
数
え
上
げ
る
な
ど
文
学
の
範
疇
が
問
い
直
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
真

鍋
呉
夫
や
安
部
公
房
ら
を
発
起
人
と
し
た
「
現
在
の
会
」
編
集
に
よ
る
『
日

本
の
証
言
』（
柏
林
書
房
、
一
九
五
五
年
）
で
は
、
別
巻
と
し
て
ル
ポ
ル
タ
ー

ジ
ュ
論
が
刊
行
さ
れ
る
ほ
か
、「
え
ば
な
し
」
が
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
、

上
野
英
信
文
、
千
田
梅
二
絵
に
よ
る
私
家
版
小
冊
子
『
せ
ん
ぷ
り
せ
ん
じ
が

笑
っ
た
！
』
が
第
七
巻
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）	

鳥
羽
耕
史
「
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
の
展
開
」『
杉
浦
明
平
を
読
む
』
別
所
興

一
、
鳥
羽
耕
史
、
若
杉
美
智
子
、
風
媒
社
、
二
〇
一
一
年
、
一
四
七
～
一
五

二
頁
。「
記
録
文
学
」
に
関
す
る
著
作
は
ほ
か
に
、
杉
浦
明
平
、
村
上
一
郎
編

『
記
録
文
学
へ
の
招
待
』
南
北
社
、
一
九
六
三
年
、
杉
浦
明
平
『
記
録
文
学
の

世
界
』
徳
間
書
店
、
一
九
六
八
年
な
ど
。

（
3
）	

杉
浦
明
平
「
記
録
文
学
の
伝
統
と
現
代
に
お
け
る
問
題
点
」『
記
録
文
学

ノ
ー
ト
』
オ
リ
ジ
ン
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
九
年
、
一
四
五
～
一
四
六
頁
。

（
4
）	

「
対
談　

記
録
文
学
の
世
界
（
西
郷
竹
彦
、
杉
浦
明
平
）」『
文
学
・
教
育
』

一
九
七
〇
年
第
三
号
。
た
だ
し
引
用
は
前
掲
『
記
録
文
学
ノ
ー
ト
』
八
〇
頁
。

（
5
）	

そ
の
後
、『
上
野
英
信
集
二
』（
径
書
房
、
一
九
八
五
年
）
に
所
収
。
た
だ

し
、
岩
波
書
店
版
の
み
挿
絵
と
し
て
山
本
作
兵
衛
に
よ
る
記
録
画
が
用
い
ら

れ
、
径
書
房
版
で
は
序
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
異
同
が
あ
る
。

（
6
）	

花
田
俊
典
「
記
録
と
し
て
の
語
り
」『
清
新
な
光
景
の
軌
跡
』
西
日
本
新
聞

社
、
二
〇
〇
四
年
、
二
八
八
頁
。

（
7
）	

道
場
親
信
「
上
野
英
信
『
日
本
陥
没
期
』
そ
の
二
―
倉
庫
の
精
神
史
―

未
来
社
在
庫
僅
少
本
で
読
む
〈
戦
後
〉
六
」『
未
来
』（
四
八
三
）、
二
〇
〇
六

年
、
四
一
頁
。
ほ
か
、
道
場
親
信
「
上
野
英
信
『
追
わ
れ
ゆ
く
坑
夫
た
ち
』」

（『
戦
後
思
想
の
名
著　

五
十
』
岩
崎
稔
、
上
野
千
鶴
子
、	

成
田
龍
一
編
、
平

凡
社
、
二
〇
〇
六
年
、
二
二
二
～
二
三
四
頁
）
も
参
照
。

（
8
）	
同
時
代
評
に
以
下
が
あ
る
。「
い
か
に
読
む
べ
き
か　

炭
鉱
労
働
者
の
生
活　

上
野
英
信
『
地
の
底
の
笑
い
話
』」『
出
版
ニ
ュ
ー
ス
』
一
九
六
七
年
六
月
下
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旬
号
、
十
三
頁
。
こ
こ
で
は
、「
卑
俗
な
「
笑
い
話
」
で
は
な
く
む
し
ろ
厳
粛

で
あ
る
」、「
内
容
は
「
笑
い
話
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
」
と
、「
虐
げ
ら
れ
た
労

働
小
史
」
と
し
て
、
前
作
と
の
関
連
が
積
極
的
に
読
み
込
も
う
と
さ
れ
て
い

る
。

（
9
）	

永
末
十
四
雄
「
作
品
の
軌
跡
を
追
っ
て
」『
追
悼　

上
野
英
信
』
上
野
英
信

追
悼
録
刊
行
会
編
、
裏
山
書
房
、
一
九
八
九
年
、
二
二
五
頁
。

（
10
）	

伊
藤
亜
紗
『
ど
も
る
体
』
医
学
書
院
、
二
〇
一
八
年
、
七
一
～
七
二
頁
、

八
六
～
八
八
頁
。

（
11
）	

前
掲
『
ど
も
る
体
』
一
五
八
～
一
六
三
頁
。

（
12
）	

年
長
の
坑
夫
の
多
く
は
、
ガ
ス
爆
発
を
「
ガ
ス
非
常
」、
出
水
事
故
を
「
水

非
常
」、
あ
る
い
は
坑
内
事
故
を
単
に
「
非
常
」
と
よ
び
な
ら
わ
す
と
い
う
。

参
照
は
、
前
掲
『
地
の
底
の
笑
い
話
』
三
〇
頁
。

（
13
）	

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
、
中
山
元
訳
「
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
一
年

の
構
想
と
断
章
」『
呪
わ
れ
た
部
分　

有
用
性
の
限
界
』、
筑
摩
書
房
、
二
〇

〇
三
年
、
二
八
四
頁
。

（
14
）	

ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
、
前
掲
書
「
供
犠
」
一
九
九
～
二
〇
四
頁
、
二

一
三
～
二
一
四
頁
。

（
15
）	

吉
田
裕
「
謎
を
解
く
こ
と
、
謎
を
生
き
る
こ
と
―
『
有
用
性
の
限
界
』
を

め
ぐ
っ
て
」『
人
文
論
集
』
三
八
号
、
一
九
九
九
年
、
一
六
八
頁
。「
笑
い
」

に
関
し
て
は
、『
無
神
学
大
全　

内
的
経
験
』（
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
、

出
口
裕
弘
訳
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
八
年
）
に
も
言
及
が
あ
り
、
こ
の
読

解
に
関
し
て
は
、
吉
田
裕
『
バ
タ
イ
ユ　

聖
な
る
も
の
か
ら
現
在
へ
』（
名
古

屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）
を
参
照
し
た
。

（
16
）	

鉱
山
労
働
に
事
故
は
つ
き
も
の
だ
が
、
と
く
に
炭
鉱
で
は
一
般
的
な
鉱
山

災
害
で
あ
る
落
盤
事
故
に
加
え
て
、
坑
内
に
浮
遊
す
る
微
細
な
炭
塵
が
爆
発

を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
り
、
他
の
鉱
業
よ
り
も
大
規
模
な
事
故
に
繋
が
り

や
す
か
っ
た
。
一
例
だ
が
、
各
種
鉱
山
中
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
二
五
年

ま
で
の
災
害
に
よ
る
死
亡
数
、
重
傷
者
数
、
軽
傷
者
数
は
、
全
て
炭
鉱
が
総

数
の
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
を
占
め
る
。
参
照
は
、
風
早
八
十
二
『
日
本
の

労
働
災
害
』（
伊
藤
書
店
、
一
九
四
八
年
、
一
一
四
～
一
三
五
頁
）。

（
17
）	

前
掲
『
追
悼　

上
野
英
信
』
よ
り
「
年
譜
」（
五
〇
四
～
五
二
一
頁
）
参
照
。

（
18
）	

茶
園
梨
加
「
上
野
英
信
と
炭
鉱
離
職
者
た
ち
の
記
録
─
『
出
ニ
ッ
ポ
ン

記
』
論
」『
日
本
文
学
』
六
七
巻
十
一
号
、
二
〇
一
八
年
、
六
六
頁
。

（
19
）	

満
洲
へ
の
言
及
は
少
な
い
が
、
満
洲
、
と
く
に
建
国
大
学
で
の
経
験
を
重

点
的
に
扱
っ
た
先
行
研
究
に
、
河
内
美
穂
『
上
野
英
信
・
萬
人
一
人
坑
─
筑

豊
の
か
た
ほ
と
り
か
ら
』（
現
代
書
館
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
子

供
時
代
を
大
連
と
ハ
ル
ビ
ン
で
過
ご
し
、
戦
後
炭
鉱
の
絵
を
多
く
制
作
し
た

富
山
妙
子
は
、
上
野
が
建
国
大
学
時
代
、
中
国
人
留
学
生
が
大
学
を
辞
め
革

命
に
参
加
し
て
い
く
姿
を
見
た
こ
と
が
、
炭
鉱
夫
と
な
っ
た
こ
と
に
影
響
し

た
と
言
っ
て
い
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
参
照
は
、
前
掲
『
追
悼　

上
野

英
信
』
三
三
〇
頁
。

（
20
）	

た
だ
し
引
用
は
『
上
野
英
信
集
五
』
径
書
房
、
一
九
八
六
年
、
四
二
一
～

四
二
二
頁
。

（
21
）	

上
野
は
、
こ
れ
に
似
た
話
と
し
て
森
崎
和
江
が
『
ま
っ
く
ら　

女
坑
夫
か

ら
の
聞
き
書
き
』（
理
論
社
、
一
九
六
一
年
）
に
採
録
し
た
次
の
よ
う
な
幽
霊

話
を
紹
介
し
て
い
る
。
あ
る
男
性
坑
夫
が
坑
内
で
の
み
会
う
女
性
坑
夫
と
「
坑

内
婚
」
を
交
わ
し
た
。
そ
の
後
女
性
に
頼
ま
れ
そ
の
父
母
に
会
う
と
、
実
は

女
性
が
事
故
死
し
て
い
た
と
発
覚
す
る
。
男
性
坑
夫
は
、
一
度
は
結
婚
し
た

身
で
あ
る
か
ら
と
頼
み
込
み
、
そ
の
家
の
養
子
と
な
っ
て
生
涯
義
両
親
の
面

倒
を
み
た
が
、
そ
の
後
坑
内
で
妻
と
な
っ
た
女
性
坑
夫
と
会
う
こ
と
は
な
か
っ

た
。

（
22
）	
前
掲
「
天
皇
制
の
「
業
担
き
」
と
し
て
」
四
一
九
頁
。

（
23
）	

も
と
は
「
ケ
ッ
チ
ョ
ガ
リ
」
と
さ
れ
て
お
り
、
慶
尚
北
道
の
方
言
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。



― 112 ―

（
24
）	

荻
野
喜
弘
『
筑
豊
炭
鉱
労
資
関
係
史
』
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
、

四
〇
～
六
〇
頁
。
中
間
請
負
制
度
と
は
納
屋
頭
と
呼
ば
れ
る
請
負
人
が
経
営

側
の
指
揮
・
監
督
の
下
で
、
報
酬
を
受
け
取
る
代
わ
り
に
坑
夫
募
集
や
労
働

指
揮
、
納
屋
経
営
に
あ
た
る
こ
と
を
指
す
。
た
だ
し
、
納
屋
制
度
の
廃
止
と

管
理
体
制
の
残
存
に
つ
い
て
は
、
各
々
の
炭
鉱
に
よ
っ
て
程
度
差
が
あ
り
、

史
料
上
の
制
約
か
ら
不
透
明
な
部
分
も
多
い
。
こ
こ
で
荻
野
が
取
り
上
げ
て

い
る
の
は
、
筑
豊
地
方
で
初
め
て
納
屋
制
度
を
廃
止
し
た
明
治
炭
鉱
の
事
例

で
あ
る
。

（
25
）	

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
三
宅
晶
子
訳
「
物
語
作
者
」『
ベ
ン
ヤ
ミ

ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

二
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
、
二
八
四
～
三
三
四

頁
。「
経
験
の
貧
困
化
」
か
ら
「
歴
史
記
述
」
へ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
次
を

参
照
。
長
澤
麻
子
「
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
経
験
」
概
念
」『
年
報
人
間
科
学
』
十

九
、
一
九
九
八
年
。

（
26
）	

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
浅
井
健
二
郎
訳
「『
歴
史
の
概
念
に
つ
い

て
』〔
一
九
四
〇
年
成
立
〕
の
異
稿
断
片
集
〔
抄
〕」『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク

シ
ョ
ン　

七
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
六
〇
〇
頁
。
と
く
に
「
物
語
る
」

こ
と
の
意
味
の
変
遷
と
歴
史
叙
述
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
鹿
島
徹
に
よ
る
訳

註
を
参
考
に
し
た
。
参
照
は
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
鹿
島
徹
訳
『〔
新

訳
・
評
注
〕
歴
史
の
概
念
に
つ
い
て
』
未
来
社
、
二
〇
一
五
年
、
一
〇
〇
～

一
一
八
頁
。

（
27
）	

柿
木
伸
之
「
救
出
と
反
復
─
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
歴
史
に
つ
い

て
の
思
考
」『
哲
学
』
五
十
号
、
一
九
九
九
年
、
二
七
〇
、
二
七
一
頁
。
な
お

柿
木
伸
之
『
断
絶
か
ら
の
歴
史　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
歴
史
哲
学
』（
月
曜
社
、
二

〇
二
一
年
）
も
参
照
。

（
28
）	

前
掲
「
対
談　

記
録
文
学
の
世
界
（
西
郷
竹
彦
、
杉
浦
明
平
）」
四
四
～
八

五
頁
。
お
そ
ら
く
杉
浦
に
よ
る
上
野
の
評
価
は
、
井
上
光
晴
や
谷
川
雁
と
い
っ

た
炭
鉱
と
関
わ
り
の
強
い
作
家
が
次
第
に
上
京
し
た
こ
と
と
対
比
的
に
捉
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
29
）	

杉
浦
明
平
「
記
録
主
義
の
精
神
」『
岩
波
講
座　

現
代
思
想
第
十
巻
』
岩
波

書
店
、
一
九
五
七
年
。
た
だ
し
、
引
用
は
前
掲
『
記
録
文
学
ノ
ー
ト
』
一
七

八
～
一
七
九
頁
。

（
30
）	

「
対
談　

生
き
る
こ
と
、
記
録
す
る
心
（
杉
浦
明
平
、
上
野
英
信
）」『
潮
』

二
二
三
号
、
一
九
七
七
年
、
二
六
二
～
二
六
七
頁
。

（
31
）	

井
上
光
晴
「
ク
レ
バ
ス
の
中
の
政
治
と
文
学
」『
辺
境
』
第
二
次
三
号
、
一

九
七
五
年
、
一
五
頁
。

（
32
）	

「
飢
え
る
故ふ
る
さ
と郷

」（『
新
潮
』
五
八
巻
三
号
、
一
九
六
一
年
）、「
褐
色
の
唾
」

（『
新
日
本
文
学
』
一
六
巻
四
号
、
一
九
六
一
年
）、「
鱶
の
谷
」（『
文
芸
』
一

巻
四
号
、
一
九
六
二
年
）
な
ど
。

（
33
）	

池
澤
夏
樹
編
『
日
本
文
学
全
集　

二
七
巻　

近
現
代
作
家
集
Ⅱ
』（
河
出
書

房
新
社
、
二
〇
一
七
年
）
で
は
、『
笑
い
話
』
の
抜
粋
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
お
く
む
ら　

か
な
こ
／
名
古
屋
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


