
初校
三校
責了

（3）

新書 4月刊　百田尚樹をぜんぶ読む
� P. 3

集英社
179.0

218.0
×１

目　

次

序
　
章
　
な
ぜ
百
田
尚
樹
を
読
も
う
と
す
る
の
か
　�

　

8

今
、
な
ぜ
百
田
尚
樹
を
読
も
う
と
す
る
の
か
？
／
男
の
弱
さ
と
ど
う
向
き
合
う
か
／

甘
く
見
て
は
い
け
な
い
／

百
田
尚
樹
の
三
つ
の
顔

│
小
説
家
・
保
守
思
想
家
・
メ
デ
ィ
ア
イ
ベ
ン
タ
ー
／

ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー
ス
と
の
親
和
性
／

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
歴
史
と
物
語
の
曖
昧
さ
／

社
会
構
築
主
義
の
な
れ
の
果
て
／
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
保
守
と
し
て
の
百
田
尚
樹
／

「
普
通
の
お
じ
さ
ん
」
た
ち
の
死
生
観
／
百
田
尚
樹
は
震
災
後
に
「
転
向
」
し
た
の
か
？
／

善
意
の
歴
史
修
正
主
義
／
騙
す
、
騙
さ
れ
る
、
騙
さ
れ
た
が
る
／

歴
史
に
名
を
残
す
仕
事
を
目
指
し
て
／
百
田
尚
樹
の
ロ
マ
ン
主
義
／
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実
存
主
義
者
と
し
て
の
百
田
尚
樹
／
美
し
く
死
ぬ
こ
と
へ
の
抵
抗
感
／

ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
「
大
阪
」
的
な
も
の
／
大
衆
の
「
真
理
」／

百
田
尚
樹
と
テ
レ
ビ
的
な
も
の
の
問
題
／
大
阪
の
言
語
空
間
／

オ
ン
ラ
イ
ン
排
外
主
義
の
背
後
に
あ
る
も
の
／
小
説
家
・
百
田
尚
樹
の
全
体
像
／

震
災
後
の
急
転
回

第
一
章
　
揺
籃
　『
永
遠
の
０
』
～
『
プ
リ
ズ
ム
』�

　

64

『
永
遠
の
０
』／
理
想
的
な
生
の
美
学
／
国
家
と
公
共
性
は
一
致
し
な
い
／

ア
メ
リ
カ
兵
士
の
一
人
称
視
点
／
ア
ジ
ア
へ
の
視
点
／
反
戦
平
和
主
義
＋
家
族
主
義
／

映
画
版
で
は
描
か
れ
な
か
っ
た
も
の
／
特
攻
隊
イ
メ
ー
ジ
の
変
化
／

死
者
と
の
関
係
を
デ
ザ
イ
ン
し
直
す
／『
聖
夜
の
贈
り
物
』（
改
題
『
輝
く
夜
』）／

『
ボ
ッ
ク
ス
！
』／
恐
怖
に
打
ち
克
つ
と
い
う
「
強
さ
」／

朝
鮮
高
級
学
校
ボ
ク
シ
ン
グ
部
と
「
在
日
特
権
」／『
風
の
中
の
マ
リ
ア
』／

家
族
関
係
と
国
家
関
係
の
過
不
足
な
い
一
致
／『
モ
ン
ス
タ
ー
』／
女
性
の
愛
へ
の
不
信
感
／
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『
リ
ン
グ
』（
改
題
『「
黄
金
の
バ
ン
タ
ム
」
を
破
っ
た
男
』）／

国
民
的
な
ヒ
ー
ロ
ー
が
い
た
時
代
／
テ
レ
ビ
人
間
の
譲
れ
な
い
と
こ
ろ
／

『
影
法
師
』／
彦
四
郎
が
勘
一
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
悲
劇
／『
錨
を
上
げ
よ
』／

学
生
運
動
へ
の
嫌
悪
感
／
ア
ン
チ
成
長
小
説
／『
幸
福
な
生
活
』／『
プ
リ
ズ
ム
』

第
二
章
　
転
回
　『
海
賊
と
よ
ば
れ
た
男
』
～
『
殉
愛
』�

　

160

『
海
賊
と
よ
ば
れ
た
男
』／
ア
メ
リ
カ
へ
の
両
義
的
感
情
／
美
し
い
Ｄ
Ｖ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
／

百
田
尚
樹
と
安
倍
晋
三
の
邂
逅
／
麻
生
太
郎
と
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
／『
夢
を
売
る
男
』／

百
田
尚
樹
の
物
語
論
／『
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
の
瞳
』／『
殉
愛
』／

た
か
じ
ん
と
さ
く
ら
、
両
者
へ
の
自
己
投
影
／
自
己
欺
瞞
が
殉
愛
を
純
化
す
る
／

唯
一
描
か
れ
た
百
田
尚
樹
の
「
真
実
」

第
三
章
　
爛
熟
　『
カ
エ
ル
の
楽
園
』
～
『
夏
の
騎
士
』�

　

205

『
カ
エ
ル
の
楽
園
』／
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
の
時
代
／
小
説
を
書
く
こ
と
は
戦
争
で
あ
る
／
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『
幻
庵
』／
何
も
で
き
な
か
っ
た
男
の
物
語
／『
夏
の
騎
士
』／

劣
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
人
間
を
励
ま
す
ス
ト
ー
リ
ー
／

わ
ざ
と
非
難
さ
れ
る
の
も
勇
気
／「
最
後
の
小
説
」
が
大
人
の
メ
ル
ヘ
ン
で
よ
い
の
か

第
四
章
　
自
壊
　
エ
ッ
セ
イ
・
対
談
　�

　

237

恐
怖
と
憎
悪
／
恐
怖
の
地
政
学
的
な
必
然
性
／
や
ら
れ
た
ら
、
や
り
返
す
／

差
別
と
ユ
ー
モ
ア
の
問
題
／
予
想
外
に
気
持
ち
の
い
い
本
／『
日
本
国
紀
』／

和
的
帝
国
主
義
／
江
藤
淳
を
ど
う
評
価
す
る
か
／
歴
史
認
識
を
「
耕
す
」
と
い
う
感
覚

終
わ
り
に　�

　

273

排
外
主
義
な
き
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
の
可
能
性
／
雑
居
文
化
と
雑
種
文
化
／

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
お
け
る
宗
主
国
／「
分
人
」
で
は
な
く
「
層
人
」「
多
層
人
」／

観
光
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
国
で
／
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
と
の
付
き
合
い
方
／

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
重
層
性
／
先
端
研
究
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
邂
逅
／
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テ
ク
ノ
・
ロ
マ
ン
主
義
に
必
要
な
安
全
装
置
／

多
元
的
で
、
矛
盾
と
葛
藤
に
満
ち
て
い
た
は
ず
の
百
田
尚
樹

あ
と
が
き　
　
　
杉
田
俊
介　�

　

313
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8

序
章
　
な
ぜ
百
田
尚
樹
を
読
も
う
と
す
る
の
か

今
、
な
ぜ
百
田
尚
樹
を
読
も
う
と
す
る
の
か
？

杉
田　
こ
の
対
談
で
は
、
百
田
尚
樹
の
作
品
を
ぜ
ん
ぶ
読
ん
で
み
ま
す
。
ぜ
ん
ぶ
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
真
面
目

に
読
ん
で
み
る
。
そ
し
て
全
作
品
に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
し
、
論
評
し
、
批
評
し
て
い
き
ま
す
。
読
者
の
み
な
さ

ん
の
こ
と
を
考
え
て
、
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド
的
な
意
味
も
込
め
て
い
く
つ
も
り
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
の
か
。

　

近
年
の
百
田
尚
樹
は
、
ネ
ッ
ト
や
メ
デ
ィ
ア
上
の
問
題
発
言
で
多
く
の
批
判
や
炎
上
を
巻
き
起
こ
し
て
い
ま

す
が
、
も
と
も
と
彼
の
小
説
は
、
そ
の
多
く
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
、
映
画
や
ド
ラ
マ
、
マ
ン
ガ
に
な
る

な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
的
な
展
開
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
単
に
一
部
の
レ
イ
シ
ス
ト
や
ヘ
イ
タ
ー
、
あ
る
い
は
ネ
ト
ウ
ヨ
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
た
ち
が
百
田
作

品
を
買
い
支
え
て
い
る
、
と
い
う
話
で
は
す
ま
な
い
。
つ
ま
り
彼
の
小
説
は
、
普
通
の
庶
民
と
い
う
か
、
市
井
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の
一
般
読
者
の
「
心
」
に
届
い
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
過
小
評
価
し
た
り
、
侮
っ
た
り
は
で
き
な
い
は
ず
で
す
。

　

彼
の
政
治
的
発
言
が
あ
ま
り
に
差
別
的
だ
っ
た
り
歴
史
修
正
主
義
的
な
も
の
だ
っ
た
り
す
る
の
で
、
そ
れ
に

対
す
る
、
主
に
リ
ベ
ラ
ル
・
左
派
の
人
た
ち
に
よ
る
批
判
や
反
証
が
先
行
し
て
（
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
絶
対
的
に

必
要
な
、
手
間
も
時
間
も
か
か
る
作
業
で
す
が
）、
彼
の
小
説
が
真
面
目
に
読
ま
れ
た
り
、
論
じ
ら
れ
た
り
す
る
機

会
は
少
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
小
説
家
と
し
て
の
百
田
は
、
や
は
り
、
た
だ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
彼
は
、
読
者
を
飽

き
さ
せ
な
い
た
め
に
、
小
説
一
作
ご
と
に
ジ
ャ
ン
ル
を
変
え
て
い
る
。
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
小
説
は
二
度
と
書
か

な
い
、
と
い
う
自
己
内
ル
ー
ル
を
定
め
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

実
際
に
、
戦
争
小
説
、
短
編
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
連
作
、
青
春
ス
ポ
ー
ツ
小
説
、
昆
虫
小
説
、
時
代
小
説
、
自
伝

風
ピ
カ
レ
ス
ク
・
ロ
マ
ン
、
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
、
サ
イ
コ
サ
ス
ペ
ン
ス
風
恋
愛
小
説
、
大
河
小
説
、
ユ
ー
モ

ア
小
説
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
、
囲
碁
小
説
、
ジ
ュ
ブ
ナ
イ
ル
…
…
。

　

本
当
に
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
使
っ
て
い
く
わ
け
で
す
（
た
だ
し
、
そ
の
多
様
な
ジ
ャ
ン
ル
を
書
き
分
け
る
器

用
さ
が
、
作
品
に
よ
っ
て
は
、
中
途
半
端
に
な
っ
て
い
た
り
、
不
完
全
燃
焼
を
招
い
て
い
る
、
と
い
う
ケ
ー
ス
も
し
ば
し
ば

見
ら
れ
ま
す
が
）。

　

百
田
は
大
学
を
中
退
し
た
あ
と
、
放
送
作
家
に
な
り
、
大
阪
の
伝
説
的
な
人
気
テ
レ
ビ
番
組
『
探
偵
！
ナ
イ

ト
ス
ク
ー
プ
』
の
チ
ー
フ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
、
同
番
組
を
長
年
支
え
て
き
ま
し
た
。
彼
は
そ
こ
で
、
視
聴
者
に
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言
葉
を
届
け
る
こ
と
の
難
し
さ
、
一
般
大
衆
を
楽
し
ま
せ
続
け
る
こ
と
の
難
し
さ
を
学
ん
で
き
ま
し
た
。

　

自
分
は
関
西
一
、
テ
レ
ビ
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
書
く
の
が
う
ま
い
ん
だ
、
と
い
う
自
負
も
あ
る
よ
う
で
す
ね

（『
輝
く
夜
』﹇
原
題
『
聖
夜
の
贈
り
物
』﹈
文
庫
版
所
収
の
太
田
出
版
代
表
・
岡
聡
の
解
説
）。
そ
の
経
験
を
通
し
て
培
っ

た
構
成
力
と
語
り
の
力
を
、
長
年
に
わ
た
っ
て
磨
き
あ
げ
、
五
〇
歳
で
よ
う
や
く
、
小
説
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー

し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

男
の
弱
さ
と
ど
う
向
き
合
う
か

杉
田　
彼
の
小
説
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
し
て
、
男
と
し
て
の
弱
さ
や
情
け
な
さ
に
ど
う
向
き
合
う
か
、

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
僕
は
そ
の
点
に
関
心
が
あ
り
ま
す
。

　

戦
後
日
本
の
男
と
し
て
ど
う
生
き
て
い
く
べ
き
か
、
そ
の
死
生
観
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
男
に
と
っ
て
愛
と

は
何
か
。
百
田
尚
樹
は
そ
う
い
う
泥
臭
く
、
実
存
的
な
問
い
を
、
初
期
小
説
か
ら
、
様
々
な
形
で
試
行
錯
誤
し

て
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
彼
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
評
論
な
ど
で
「
弁
証
法
的
」（
あ
る
問
題
に
つ
い
て
肯
定
的
な
評

価
と
否
定
的
な
評
価
が
せ
め
ぎ
合
い
、
両
者
が
統
合
さ
れ
て
よ
り
高
い
次
元
が
開
か
れ
、
そ
れ
を
無
限
に
く
り
か
え
し
て
い

く
、
と
い
う
意
味
で
の
弁
証
法
）
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
彼
の
小
説
に
も
ま
た
、
男
性
問
題
（
男
性

が
男
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
問
題
）
を
め
ぐ
る
弁
証
法
的
な
問
い
が
あ
る
。

　

僕
の
見
立
て
で
は
、
百
田
尚
樹
の
小
説
は
、
少
な
く
と
も
東
日
本
大
震
災
（
二
〇
一
一
年
）
の
前
ま
で
は
、
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愛
国
主
義
的
で
家
父
長
制
的
な
家
族
観
と
か
、
家
族
・
会
社
・
国
家
が
同
心
円
的
に
一
致
し
て
し
ま
う
よ
う
な

世
界
観
を
、
素
朴
な
形
で
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

少
な
く
と
も
小
説
の
中
で
は
、
あ
る
時
点
ま
で
は
、
ネ
ト
ウ
ヨ
的
・
ヘ
イ
ト
的
・
排
外
主
義
的
な
こ
と
を
積

極
的
に
は
書
い
て
い
な
い
（
庶
民
的
リ
ア
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
保
守
的
傾
向
、
あ
る
い
は
、「
お
じ
さ
ん
」
的
な
無
神
経
さ

は
も
と
も
と
あ
り
ま
し
た
が
）。
い
ろ
い
ろ
と
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
そ
れ
な
り
に
真
摯
に
、
粘
り
強
く
、
あ
る

べ
き
男
性
像
を
模
索
し
続
け
て
い
た
。

　

た
と
え
ば
『
影
法
師
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
と
い
う
時
代
小
説
で
は
、
世
の
中
か
ら
評
価
さ
れ
ず
、
嘲

笑
さ
れ
憐あ

わ

れ
ま
れ
て
い
る
日
陰
者
の
男
が
、
親
友
（
主
人
公
）
の
人
生
を
支
え
る
た
め
に
無
償
の
愛
を

│
百

田
は
男
女
間
の
「
純
愛
」
で
は
な
く
て
、
男
性
の
親
友
同
士
の
「
殉
愛
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
使
い
ま
す
が

│
黙
っ
て
貫
き
と
お
そ
う
と
し
ま
す
。
初
期
作
品
の
試
行
錯
誤
の
果
て
に
、
そ
う
い
う
生
き
方
を
一
つ
の
理

想
像
と
し
て
提
示
し
た
ん
で
す
ね
。

　

ち
な
み
に
『
影
法
師
』
は
、
現
首
相
で
あ
る
安
倍
晋
三
に
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
安
倍
さ
ん

は
『
永
遠
の
０
』（
太
田
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
よ
り
も
前
に
『
影
法
師
』
を
読
ん
で
い
た
。
し
か
も
、
第
一
次

安
倍
内
閣
の
と
き
に
惨
め
な
失
墜
を
経
験
し
て
い
た
安
倍
さ
ん
が
「
復
活
」
し
、
自
民
党
の
総
裁
選
で
勝
利
し

て
、
も
う
一
度
総
理
大
臣
と
し
て
甦

よ
み
が
えっ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
、
百
田
尚
樹
が
東
日
本
大
震
災
の
あ
と
に
日
本

の
復
興
を
祈
っ
て
「
第
二
の
主
著
」
と
自
負
す
る
『
海
賊
と
よ
ば
れ
た
男
』（
講
談
社
、
二
〇
一
二
年
）
を
書
き
、
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そ
れ
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
の
は
、
不
思
議
に
重
な
り
合
っ
て
い
ま
す
。

　

つ
ま
り
そ
こ
に
は
、
詳
し
く
は
の
ち
ほ
ど
論
じ
た
い
の
で
す
が
、
現
実
的
な
政
治
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
奇
妙

に
入
り
交
じ
り
な
が
ら
生
成
し
、
展
開
し
て
い
っ
た
、
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
現
実
と
虚

構
、
物
語
と
政
治
、
意
識
と
無
意
識
な
ど
が
絡
み
あ
う
境
界
的
な
ゾ
ー
ン
で
、
人
々
の
情
動
を
た
く
み
に
喚
起

し
て
い
く
、
と
い
う
小
説
家
と
し
て
の
百
田
尚
樹
の
才
能
と
も
関
係
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
で
あ
り
続
け
て
き
た
百
田
尚
樹
の
小
説
を
今
、
真
面
目
に
読
ん
で

み
る
こ
と
は
、
現
代
的
な
右
派
的
・
排
外
主
義
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
の
分
析
に
も
な
る
し
、
現
代
の
こ
の
国
の

マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
男
性
た
ち

│
い
わ
ゆ
る
中
高
年
の
「
お
じ
さ
ん
」
で
す
ね

│
が
な
ぜ
百
田
の
小
説
や
言
葉

を
欲
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
の
内
側
か
ら
の
分
析
に
も
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

や
っ
ぱ
り
、
百
田
尚
樹
の
小
説
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
、
十
分
に
は
論
じ
ら
れ
批
評
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

と
思
い
ま
す
（
百
田
の
差
別
性
や
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
性
を
叩た
た

く
た
め
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
を
前
提
と
し
て
『
永
遠
の

０
』
を
解
読
す
る
、
と
い
う
よ
う
な
作
業
は
た
び
た
び
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
）。

　

こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
「
小
説
家
と
し
て
面
白
い
と
こ
ろ
も
あ
る
か
ら
、
彼
の
差
別
的
で
ヘ
イ
ト
的
で
排
外

主
義
的
な
発
言
は
許
さ
れ
る
」
と
か
「
政
治
と
文
学
は
別
問
題
だ
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
だ
」
と
か
、

そ
う
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
彼
の
小
説
の
内
容
と
政
治
的
・
社
会
的
な
発
言
は
、
か
な
り
深

い
レ
ベ
ル
で
本
質
的
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
。
百
田
自
身
も
十
分
に
意
識
で
き
て
い
な
い
よ
う
な
レ
ベ
ル
で
。
そ
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こ
を
見
つ
め
て
み
た
い
。

甘
く
見
て
は
い
け
な
い

杉
田　
百
田
尚
樹
と
い
う
人
の
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
甘
く
見
る
と
、
彼
を
批
判
す
る
側
も
足
を
す
く
わ
れ
る
と

思
う
。
リ
ベ
ラ
ル
左
派
の
人
た
ち
に
は
、
敵
を
み
く
び
っ
て
侮
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
相
手
を
低
く

見
積
も
っ
て
、
他
者
の
複
雑
な
人
間
性
を
切
り
詰
め
て
、
レ
ッ
テ
ル
を
は
っ
て
ひ
た
す
ら
「
敵
」
を
叩
く
、
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
言
葉
が
本
来
は
も
ち
得
る
複
雑
な
豊
か
さ
を
も
、
切
り
詰
め

て
し
ま
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

た
と
え
ば
か
つ
て
、
橋
川
文
三
と
い
う
政
治
思
想
史
家
に
し
て
批
評
家
が
、
保
田
與よ

重じ
ゆ
う

郎ろ
う

を
中
心
と
す
る

日
本
浪ろ

う

曼ま
ん

派は

の
言
説
を
『
日
本
浪
曼
派
批
判
序
説
』
に
よ
っ
て
内
在
的
に
批
評
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
日

本
浪
曼
派
は
芸
術
に
よ
っ
て
国
家
や
戦
争
を
讃さ

ん

美び

し
た
面
が
あ
り
、
多
く
の
人
が
戦
中
に
そ
れ
に
魅
了
さ
れ
た

の
は
非
合
理
的
な
こ
と
だ
っ
た
、
と
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
嘲
笑
さ
れ
た
。
し
か
し
、
多
く
の
人
が
戦
中
に
浪
曼

派
に
魅ひ

か
れ
た
の
は
、
単
に
非
合
理
な
こ
と
で
も
バ
カ
バ
カ
し
い
こ
と
で
も
な
か
っ
た
、
と
橋
川
は
考
え
た
ん

で
す
。
そ
う
い
う
批
評
的
な
営
み
を
念
頭
に
置
い
て
、
現
在
に
お
け
る
百
田
尚
樹
の
小
説
や
作
品
に
向
き
合
っ

て
み
た
い
。

　

そ
れ
は
つ
ま
り
、
小
説
作
品
の
内
在
的
批
評
と
、
我
々
が
生
き
る
時
代
・
歴
史
・
社
会
の
分
析
と
を
、
同
時
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に
、
分
裂
し
た
ま
ま
、
ジ
グ
ザ
グ
に
や
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。「
政
治
と
芸
術
」
を
対
立
的
に
考
え
た
り
、

「
ア
ー
ト
や
芸
能
は
政
治
的
に
中
立
で
あ
る
べ
き
だ
」
と
考
え
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
文
学
・
芸
術
と
政
治

性
が
不
可
分
に
絡
み
あ
う
場
所
で
、
対
象
を
一
段
深
い
と
こ
ろ
か
ら
分
析
し
批
評
し
て
み
た
い
。

　

私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
も
当
面
、
き
っ
と
長
い
間
、
ヘ
イ
ト
や
差
別
、
排
外
主
義
の
現
実
と
向
き
合
っ
て
生
き

て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
中
で
「
人
間
」
と
し
て
の
最
低
限
の
良
識
を
見
失
わ
な
い
た
め
に
も
、

様
々
な
形
で
、
様
々
な
角
度
か
ら
、
何
が
現
在
に
お
け
る
ヘ
イ
ト
や
差
別
や
排
外
主
義
的
な
欲
望
を
生
み
出
し
、

維
持
し
、
再
生
産
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
粘
り
強
く
。
諦
め
ず
に
。
人
間
へ
の
希
望

を
失
わ
ず
に
。
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
の
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
現
代
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
で
あ
り
、
保
守
論
壇
の
カ
リ
ス
マ
的
広
告

塔
で
あ
り
、
メ
デ
ィ
ア
上
の
モ
ン
ス
タ
ー
で
も
あ
る
百
田
尚
樹
と
い
う
人
間
の
存
在
と
言
葉
を
、
正
面
か
ら

「
読
む
」
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
み
た
い
。

　

前
置
き
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
、
こ
の
対
談
を
企
画
し
た
ん
で
す
。

百
田
尚
樹
の
三
つ
の
顔
│
小
説
家
・
保
守
思
想
家
・
メ
デ
ィ
ア
イ
ベ
ン
タ
ー

杉
田　
今
回
、
藤
田
さ
ん
に
も
百
田
尚
樹
の
全
作
品
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
が
、
率
直
な
と
こ
ろ
、

ど
う
で
し
た
か
？
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藤
田　
小
説
に
お
い
て
は
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
見
る
イ
メ
ー
ジ
よ
り
は
、
好
感
が
持
て
ま
し
た
（
笑
）。
悪
い
と

こ
ろ
だ
け
切
り
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
本
人
の
主
張
も
、
ま
ぁ
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
な
と
感
じ
ま
し
た
。

　

百
田
尚
樹
は
平
成
で
い
ち
ば
ん
売
れ
た
文
庫
本
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
『
永
遠
の
０
』
の
著
者
で
す
が
、
そ
れ

を
映
画
化
し
た
監
督
の
山
崎
貴た

か
しは
、
二
〇
二
〇
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
開
会
式
・
閉

会
式
の
「
四
式
典
総
合
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
チ
ー
ム
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
そ
の
演
出
を
担
当
す
る
わ
け
で
す
ね
。

　

両
者
と
も
、
日
本
と
い
う
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
イ
メ
ー
ジ
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
、

国
政
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
ち
な
が
ら
提
示
し
て
い
る
作
家
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
山
崎
貴
は
『
Ａ
Ｌ
Ｗ
Ａ
Ｙ

Ｓ　

三
丁
目
の
夕
日
』（
二
〇
〇
五
年
）
と
い
う
大
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画
の
監
督
で
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
や
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
を
使
っ
て
、
実
態
と
は
異
な
る
日
本
人
や
日
本
国
家
の
美
し
い
イ
メ
ー

ジ
を
作
り
上
げ
て
き
た
人
で
す
。

　

近
年
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
ほ
か
に
も
『
シ
ン
・
ゴ
ジ
ラ
』（
二
〇
一
六
年
）
な
ど
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
現
実

の
政
治
が
入
り
交
じ
る
よ
う
な
作
品
が
様
々
に
出
て
き
て
い
て
、
百
田
尚
樹
も
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
現
代
的
な

作
家
の
重
要
な
一
人
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
の
ち
に
論
じ
ま
す
が
、
百
田
尚
樹
が
安
倍
晋
三
と
の
対
談
本
『
日
本
よ
、
世
界
の
真
ん
中
で
咲
き

誇
れ
』（
ワ
ッ
ク
、
二
〇
一
三
年
）
を
刊
行
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
作
家
の
石
田
衣い

良ら

が
「
朝
日
新
聞
」
で

述
べ
て
い
た
よ
う
に
（
二
〇
一
三
年
六
月
一
八
日
「
売
れ
て
る
エ
ン
タ
メ
小
説　

愛
国
心
く
す
ぐ
る
」）、『
永
遠
の
０
』
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が
「
右
傾
エ
ン
タ
メ
」
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
だ
け
が
「
政
治
」
と
入
り
交
じ
る
と
考
え
る
理
由
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　

百
田
尚
樹
は
ネ
ト
ウ
ヨ
で
あ
り
差
別
主
義
者
で
あ
る
、
と
い
う
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
当
て
は
ま
る
部
分
は
、

確
か
に
あ
る
。
実
際
に
、
対
談
本
や
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
は
、
南
京
大
虐
殺
や
「
慰
安
婦
」
問
題
は
で
っ
ち
上
げ

だ
と
言
っ
た
り
、
韓
国
や
中
国
に
対
す
る
偏
見
や
差
別
を
煽あ

お

っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
彼
の
小
説
作
品
を

読
む
と
、
そ
れ
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
印
象
も
確
か
に
あ
り
ま
す
。

　

お
そ
ら
く
、
百
田
尚
樹
は
、
い
く
つ
も
の
顔
が
あ
る
人
な
ん
で
す
。

杉
田　
う
ん
、
そ
う
で
す
ね
。

藤
田　
ま
ず
一
つ
目
の
顔
と
し
て
は
、
堅
実
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
作
家
と
し
て
の
百
田
尚
樹
が
い
ま
す
。

　

二
つ
目
の
顔
と
し
て
は
、
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
保
守
思
想
家
で
す
。
し
か
し
保
守
思
想
家
と
し
て
の
彼

の
発
言
は
、
陳
腐
で
凡
庸
な
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
九
八
〇
年
代
に
す
で
に
雑
誌
「
諸
君
！
」
や
「
正

論
」
が
主
張
し
て
い
た
論
調
を
、
現
在
の
文
脈
で
そ
の
ま
ま
く
り
か
え
し
て
い
る
だ
け
。
保
守
思
想
家
と
し
て

は
じ
つ
に
古
臭
い
し
、
特
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
も
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
し
て
彼
に
は
三
つ
目
の
顔
が
あ
る
。
そ
れ
は
メ
デ
ィ
ア
イ
ベ
ン
ト
の
仕
掛
け
人
と
し
て
の
顔
で
す
ね
。
テ

レ
ビ
の
放
送
作
家
を
長
年
仕
事
に
し
て
い
た
、
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
を
集
め
る
発

言
を
行
っ
て
頻
繁
に
炎
上
を
起
こ
し
た
り
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
な
ど
を
使
っ
て
ネ
ッ
ト
上
で
バ
ト
ル
を
し
た
り
、
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人
々
の
感
情
を
う
ま
く
煽
っ
て
注
目
を
集
め
る
、
と
い
う
技
術
に
非
常
に
長た

け
た
人
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
三
つ
の
顔
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
あ
っ
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を

分
析
す
る
こ
と
が
、
百
田
尚
樹
の
作
品
を
読
ん
で
い
く
う
え
で
は
、
大
事
な
の
で
は
な
い
か
。
僕
は
そ
の
中
で

も
特
に
、
三
つ
目
の
「
メ
デ
ィ
ア
イ
ベ
ン
タ
ー
と
し
て
の
百
田
尚
樹
」
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

の
点
を
抜
き
に
し
て
、
百
田
尚
樹
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー
ス
と
の
親
和
性

藤
田　
百
田
尚
樹
は
、
現
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
領
域
を
曖
昧
に
混
ぜ
合
わ
せ
る
よ
う
な
作
品
を
書
い
て
き
ま

し
た
。
と
い
う
よ
り
、
身
を
も
っ
て
そ
う
し
た
状
況
を
生
き
て
き
た
。
炎
上
を
起
こ
し
て
注
目
を
集
め
て
バ
ト

ル
を
見
世
物
に
し
、
そ
う
し
た
自
ら
の
振
る
舞
い
を
も
「
作
品
」
と
化
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
小
説
家
だ
と
思

い
ま
す
。

　

し
か
も
、
そ
う
し
た
百
田
尚
樹
の
言
動
や
存
在
の
あ
り
方
が
、
今
の
僕
ら
が
生
き
て
い
る
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー

ス
が
蔓ま

ん

延え
ん

し
、
何
が
真
実
で
あ
る
の
か
が
わ
か
り
に
く
く
、
事
実
や
真
実
が
世
論
に
影
響
力
を
持
ち
に
く
く
な

る
「
ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー
ス
」
と
呼
ば
れ
る
現
状
と
、
じ
つ
に
フ
ィ
ッ
ト
し
、
シ
ン
ク
ロ
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

個
人
的
に
い
ち
ば
ん
関
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
こ
こ
で
す
。

　

百
田
尚
樹
は
た
と
え
ば
、
橋は

し

下も
と

徹と
お
ると
も
人
脈
的
に
非
常
に
近
い
と
こ
ろ
に
い
ま
し
た
よ
ね
。
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杉
田　
そ
う
で
す
ね
。
百
田
は
「
さ
ら
ば
！
売
国
民
主
党
政
権
」（「
Ｗ
ｉ
Ｌ
Ｌ
」
二
〇
一
二
年
九
月
号
）
で
は
、

安
倍
晋
三
と
橋
下
徹
の
二
人
に
期
待
す
る
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
読
む
と
、
そ
の
当
時
は
安
倍
さ
ん
よ

り
も
む
し
ろ
、
橋
下
さ
ん
の
ほ
う
に
あ
る
べ
き
政
治
家
と
し
て
の
理
想
を
見
て
い
た
ふ
し
も
あ
る
。

藤
田　

自
民
党
の
情
報
戦
略
に
つ
い
て
書
い
た
小こ

口ぐ
ち

日ひ

出で

彦ひ
こ

の
『
情
報
参
謀
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
一
六

年
）
と
い
う
本
を
読
む
と
、
自
民
党
は
、
民
主
党
に
選
挙
で
敗
北
し
た
あ
と
に
、
橋
下
徹
の
や
り
方
か
ら
積
極

的
に
学
ん
だ
み
た
い
な
ん
で
す
。

　

つ
ま
り
、
批
判
や
反
感
を
受
け
て
炎
上
し
て
も
構
わ
な
い
か
ら
、
と
に
か
く
派
手
な
こ
と
を
言
っ
て
、
人
々

の
ア
テ
ン
シ
ョ
ン
を
引
き
付
け
る
戦
略
に
出
た
。
好
意
を
持
た
れ
な
く
て
も
、
メ
デ
ィ
ア
に
露
出
し
さ
え
す
れ

ば
、
単
純
接
触
効
果
（
く
り
か
え
し
接
触
し
た
対
象
に
対
し
、
好
感
度
が
上
が
っ
て
い
く
効
果
）
に
よ
っ
て
投
票
数
も

増
え
る
ん
で
す
ね
。
ネ
ッ
ト
ユ
ー
ザ
ー
の
反
応
を
見
な
が
ら
発
言
の
内
容
も
決
め
て
い
く
。

　

現
代
で
は
政
治
が
そ
も
そ
も
メ
デ
ィ
ア
イ
ベ
ン
ト
化
抜
き
に
は
語
れ
な
い
ん
で
す
よ
。
炎
上
芸
に
よ
っ
て
ア

ク
セ
ス
数
を
稼
ぐ
の
と
同
じ
仕
組
み
で
、
投
票
数
を
稼
ぐ
。
そ
う
い
う
戦
略
を
自
民
党
は
橋
下
徹
か
ら
も
学
ん

だ
、
と
い
う
面
が
あ
り
そ
う
で
す
。

　

橋
下
徹
と
い
う
人
は
大
阪
の
テ
レ
ビ
業
界
の
中
か
ら
出
て
き
た
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
放
送
作
家
の
経

歴
を
持
つ
百
田
尚
樹
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
、「
ウ
ケ
方
」
の
ノ
リ
を
共
有
し
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
。

杉
田　
な
る
ほ
ど
。
百
田
尚
樹
・
安
倍
晋
三
・
橋
下
徹
の
繫つ

な

が
り
は
偶
然
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
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藤
田　
そ
う
思
い
ま
す
。
僕
も
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
代
だ
か
ら
、
彼
ら
の
そ
う
い
う
振
る
舞
い
の
魅
力
や
面
白

さ
も
わ
か
る
ん
で
す
よ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
こ
そ
が
、
民
主
主
義
の
あ
り
方
や
、
権
力
の
構
造
を
変
え
た
ん
だ

と
思
い
ま
す
。
そ
の
変
動
の
中
で
、
既
存
の
権
威
あ
る
メ
デ
ィ
ア
や
出
版
界
に
対
す
る
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ

（
代
替
的
）
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
駆
使
し
て
、
大
衆
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
や
情
念
を
動
員
し

て
い
く
。「
大
阪
vs.
東
京
」
や
「
知
識
人
vs.
大
衆
」
と
い
う
構
図
も
ル
サ
ン
チ
マ
ン
の
動
員
の
た
め
の
わ
か
り

や
す
い
物
語
で
す
ね
。

　

逆
に
い
え
ば
、
対
抗
す
る
思
想
の
側
が
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
で
似
た
よ
う
な
創
造
的
な
身
の
こ
な
し
を
で
き

な
か
っ
た
こ
と
は
反
省
す
る
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
は
百
田
尚
樹
の
才
能
を
認
め
て
学
ぶ
べ
き
で
す
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
歴
史
と
物
語
の
曖
昧
さ

杉
田　
百
田
さ
ん
と
い
う
人
は
、
一
貫
し
て
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
手
法
に
不
思
議
な
こ
だ
わ
り
が
あ
り

ま
す
。

『
リ
ン
グ
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
二
〇
一
〇
年
）
と
い
う
、
白
井
義
男
や
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
原
田
な
ど
の
、
戦
後
に

国
民
的
ヒ
ー
ロ
ー
に
な
っ
た
ボ
ク
サ
ー
に
つ
い
て
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
作
品
も
あ
り
ま
す
が
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
あ
る
『
海
賊
と
よ
ば
れ
た
男
』
や
『
幻げ

ん

庵な
ん

』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
六
年
）
に
し
て
も
、
実
在
し
た
人

物
を
主
人
公
（
ま
た
は
モ
デ
ル
）
に
し
て
、「
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
・
ノ
ベ
ル
」
と
銘
打
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
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と
は
い
え
、
彼
の
言
う
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
現
実
と
虚
構
、
事
実
と
物
語
が
か
な
り
屈
折
し
て
、
歪ゆ
が

ん

だ
結
び
つ
き
方
を
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。『
殉
愛
』（
幻
冬
舎
、
二
〇
一
四
年
）
も
そ
う
だ
し
、
近
年
の
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
『
日
本
国
紀
』（
幻
冬
舎
、
二
〇
一
八
年
）
も
そ
う
で
す
。

『
日
本
国
紀
』
は
日
本
史
の
本
の
は
ず
な
の
で
す
が
、「
序
に
か
え
て
」
で
堂
々
と
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
言

葉
は
ス
ト
ー
リ
ー
と
同
じ
語
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
歴
史
と
は
『
物
語
』
な
の
で
す
。
本
書
は
日
本
人

の
物
語
、
い
や
私
た
ち
自
身
の
壮
大
な
物
語
な
の
で
す
」（
三
ペ
ー
ジ
）
と
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
何
の
屈
託
も

躊ち
ゆ
う

躇ち
よ

も
な
く
。

　

物
語
と
歴
史
の
間
の
差
異
や
緊
張
関
係
が
、
最
初
か
ら
、
つ
る
っ
と
消
し
去
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
日

本
国
紀
』
は
、
ネ
ッ
ト
上
の
真
偽
不
明
な
情
報
を
コ
ピ
ー
＆
ペ
ー
ス
ト
し
て
無
断
使
用
し
、
そ
れ
が
問
題
視
さ

れ
、
版
を
重
ね
る
た
び
に
本
の
記
述
が
修
正
さ
れ
、
次
々
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

社
会
構
築
主
義
の
な
れ
の
果
て

杉
田　
「
社
会
や
制
度
は
特
定
の
立
場
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
よ
う
に
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
社

会
構
築
主
義
な
ど
に
お
け
る
「
歴
史
／
物
語
」
論
の
場
合
、
正
史
（
正
し
い
歴
史
）
と
さ
れ
る
歴
史
が
排
除
し

て
き
た
も
の
へ
の
眼ま

な

差ざ

し
や
、
虚
構
や
物
語
の
レ
ベ
ル
に
は
回
収
さ
れ
な
い
歴
史
の
事
実
性
へ
の
批
評
意
識
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、『
日
本
国
紀
』
は
い
わ
ば
そ
う
し
た
社
会
構
築
主
義
の
な
れ
の
果
て
と
し
て
の
、
ま
さ
に
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現
代
の
ポ
ス
ト
ト
ゥ
ル
ー
ス
時
代
の
歴
史
物
語

│
と
い
う
感
じ
で
す
。
神
話
・
物
語
と
歴
史
の
境
界
線
を
あ

え
て
無
化
し
て
い
て
、
小
説
（
ノ
ベ
ル
）
と
い
う
よ
り
も
、
ほ
と
ん
ど
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
的
な
日
本
史
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。

　

百
田
尚
樹
の
事
実
上
の
最
初
の
作
品
は
、『
永
遠
の
０
』
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
前
、
三
〇
歳
前
後
の
と
き
に
書

い
た
『
錨い

か
りを
上
げ
よ
』（
刊
行
は
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
と
い
う
原
稿
用
紙
二
四
〇
〇
枚
も
あ
る
、
も
の
す
ご
く

長
い
習
作
的
な
小
説
で
す
。

　

百
田
氏
は
こ
れ
を
「
ピ
カ
レ
ス
ク
ロ
マ
ン
」（
悪
漢
小
説
）
で
あ
り
つ
つ
「
自
伝
的
な
要
素
が
強
い
」
と
語
っ

て
い
る
の
で
す
が
、
実
際
の
経
歴
や
年
譜
的
事
実
と
符
合
す
る
部
分
も
多
々
あ
る
も
の
の
（
同
志
社
大
学
に
入
学

し
た
り
、
放
送
作
家
の
職
に
就
く
な
ど
）、
も
う
半
分
は
、
劇
画
的
な
マ
ン
ガ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
感
じ
な

ん
で
す
ね
。

　

ブ
コ
ウ
ス
キ
ー
あ
る
い
は
中
上
健
次
の
『
岬
』『
枯か

れ

木き

灘な
だ

』
の
主
人
公
な
ど
を
意
識
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
、
無
頼
派
的
で
や
た
ら
に
喧け

ん

嘩か

が
強
く
て
…
…
。
い
ち
ば
ん
は
じ
め
の
習
作
的
な
長
編
小
説
が
、
自
伝
的
で

あ
る
と
言
い
な
が
ら
、
誰
が
ど
う
見
て
も
マ
ン
ガ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
よ
う
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
と
い

う
、
そ
う
い
う
奇
妙
な
キ
メ
ラ
（
異
種
融
合
）
的
な
分
裂
が
あ
っ
た
。

藤
田　
出
版
社
の
方
は
あ
れ
は
自
伝
で
は
な
い
、
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

杉
田　
そ
れ
か
ら
、
裁
判
に
も
な
っ
て
完
全
に
敗
訴
し
た
『
殉
愛
』。
こ
れ
は
や
し
き
た
か
じ
ん
と
そ
の
三
番
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目
の
妻
で
あ
る
さ
く
ら
の
関
係
を
描
い
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
す
で
に

『
百
田
尚
樹
『
殉
愛
』
の
真
実
』（
宝
島
社
、
二
〇
一
五
年
）
や
ネ
ッ
ト
上
で
の
検
証
な
ど
、
多
く
の
指
摘
が
あ
る

よ
う
に
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
最
低
限
の
作
法
す
ら
守
っ
て
い
ま
せ
ん
。
関
係
者
に
ま
と
も
に
取
材
も
せ
ず
、

裏
も
取
ら
ず
、
自
分
に
近
い
陣
営
の
人
々
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
鵜う

吞の

み
に
し
て
、
い
い
人
／
悪
い
人
、
被
害
者

／
加
害
者
を
二
元
的
に
分
け
て
し
ま
う
。

　

さ
っ
き
の
「
い
く
つ
も
の
顔
が
あ
る
」
と
い
う
面
で
言
う
と
、
た
と
え
ば
『
プ
リ
ズ
ム
』（
幻
冬
舎
、
二
〇
一

一
年
）
と
い
う
小
説
で
は
、
解
離
性
同
一
性
障
害
、
い
わ
ゆ
る
多
重
人
格
の
青
年
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
百
田
尚
樹
に
は
、
一
貫
し
て
、
女
性
の
整
形
手
術
に
対
す
る
複
雑
な
嫌
悪
感
や
恐
怖
が
あ
り
ま
す
。『
モ

ン
ス
タ
ー
』（
幻
冬
舎
、
二
〇
一
〇
年
）
と
い
う
小
説
の
主
人
公
は
、
生
ま
れ
つ
き
す
ご
く
醜
く
て
、
整
形
手
術

や
人
体
改
造
を
く
り
か
え
し
て
、
社
会
の
中
で
の
し
上
が
ろ
う
と
す
る
女
性
で
す
。

　

女
性
の
整
形
手
術
に
対
し
て
は
、
百
田
氏
の
中
に
は
単
純
な
ル
ッ
キ
ズ
ム
（
見
た
目
差
別
、
容
貌
差
別
）
と
し

か
言
い
よ
う
が
な
い
無
神
経
で
差
別
的
な
面
も
あ
れ
ば
、
女
性
が
外
見
で
判
断
さ
れ
や
す
い
世
の
中
に
対
す
る

リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
諦
念
も
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
、
彼
自
身
の
外
見
に
対
す
る
自
信
の
な
さ
、
非
モ
テ
感
、
ち

ょ
っ
と
し
た
醜
貌
恐
怖
の
よ
う
な
痛
み
も
あ
っ
て
…
…
そ
れ
ら
が
複
雑
な
形
で
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ね
。

　

そ
れ
ら
の
要
素
が
交
ざ
っ
て
、
女
性
の
整
形
手
術
に
対
す
る
屈
折
し
た
こ
だ
わ
り
が
生
じ
て
い
る
。
現
実
的

に
も
、
百
田
尚
樹
と
い
う
人
間
の
中
に
は
、
多
重
人
格
的
と
い
う
か
整
形
的
と
い
う
か
、
キ
メ
ラ
的
な
多
面
体
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（
プ
リ
ズ
ム
）
の
面
が
ど
う
や
ら
あ
る
。

藤
田　
そ
の
辺
は
の
ち
ほ
ど
個
別
の
作
品
を
論
じ
る
と
き
に
、
ま
た
テ
ー
マ
に
な
っ
て
き
そ
う
で
す
ね
。

杉
田　
た
と
え
ば
花
田
紀か

ず

凱よ
し

責
任
編
集
の
雑
誌
「
月
刊
Ｈ
ａ
ｎ
ａ
ｄ
ａ
」
か
ら
、『
百
田
尚
樹　

永
遠
の
一
冊
』

（
飛
鳥
新
社
、
二
〇
一
七
年
）
と
い
う
ヨ
イ
シ
ョ
本
が
出
て
い
ま
す
。

　

読
ん
で
み
る
と
、
ベ
タ
な
保
守
論
壇
に
あ
り
が
ち
な
、
左
翼
批
判
や
沖
縄
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
批
判
の
記
事
が

延
々
と
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
突
然
、
百
田
さ
ん
の
昔
の
和
や
か
な
家
族
写
真
が
入
っ
て
い
た

り
、
あ
る
い
は
百
田
さ
ん
の
妻
と
息
子
と
娘
の
三
人
に
よ
る
「
百
田
家
の
家
族　

抱
腹
絶
倒
大
座
談
会
」
が
載

っ
て
い
た
り
す
る
ん
で
す
ね
。

藤
田　
あ
れ
を
読
む
と
、
家
族
に
愛
さ
れ
て
い
る
憎
め
な
い
キ
ャ
ラ
だ
と
感
じ
ま
す
よ
。
あ
と
、
部
屋
が
汚
い

よ
う
で
す
ね
。

杉
田　
座
談
会
を
読
む
か
ぎ
り
は
、
和わ

気き

藹あ
い

々あ
い

と
し
て
い
て
普
通
に
楽
し
そ
う
で
、
家
庭
内
で
は
き
っ
と
普
通

の
い
い
父
親
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
雰
囲
気
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
本
と
し
て
は
、
非
常
に
攻
撃
的
な
ヘ
イ
ト
記
事
の
横
に
、
穏
や
か
な
家
族
写
真
や
座
談
会
が
並
ん
で

い
る
か
ら
、
す
ご
く
奇
妙
で
不
気
味
な
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
は
本
を
仕
掛
け
た
出
版
社
や
編
集
者
の
戦
略
な
の

で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
こ
の
『
百
田
尚
樹　

永
遠
の
一
冊
』
と
い
う
本
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
、
百
田
尚
樹
の
分

裂
的
な
人
格
性
を
ど
こ
か
暗
示
し
て
い
ま
す
ね
。
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ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
保
守
と
し
て
の
百
田
尚
樹

藤
田　
僕
が
力
点
を
置
き
た
い
の
は
、
百
田
さ
ん
が
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
で
あ
る
、
と
い
う
点
な
ん
で
す
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
は
何
か
。
そ
れ
は
生
身
の
身か

ら
だ体
を
伴
っ
た
事
実
と
か
現
実
へ
の
手
応
え
よ
り
も
、
情
報
や

イ
メ
ー
ジ
や
言
葉
に
よ
っ
て
現
実
は
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
の
ほ
う
が
優
勢
に
な
っ
た
時
代
、
あ
る
い
は

そ
う
し
た
考
え
方
の
こ
と
で
す
。

　

テ
レ
ビ
マ
ン
と
し
て
、
作
家
と
し
て
、
炎
上
屋
と
し
て
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
屋
と
し
て
、
そ
う
い
う
時
代
の
中

で
複
雑
な
活
動
を
し
て
い
る
奇
妙
な
メ
デ
ィ
ア
イ
ベ
ン
タ
ー
と
し
て
、
百
田
尚
樹
は
と
ん
で
も
な
い
才
能
を
持

っ
て
い
る
人
だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
彼
の
作
品
っ
て
、
そ
う
い
う
自
分
の
あ
り
方
へ
の
反
省
な
り
韜と

う

晦か
い

な
り
自

己
言
及
と
読
め
る
箇
所
が
、
い
く
ら
か
あ
る
ん
で
す
よ
。
葛
藤
や
矛
盾
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
箇

所
が
あ
る
、
と
い
う
か
な
。

　

ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
示
す
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
と
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
『
リ

ン
グ
』
で
は
、
過
去
の
ボ
ク
シ
ン
グ
の
名
試
合
を
紹
介
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
過
去
の
試
合
を
ビ
デ

オ
で
観み

て
、
そ
れ
を
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
描
写
し
て
紹
介
し
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
描
写
が
テ
レ
ビ
越

し
だ
か
ら
、
平
板
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
い
い
。『
幻
庵
』
な
ど
で
も
、
当
時
の
囲
碁
の
棋
譜
を
読

ん
で
書
い
て
い
る
自
分
に
つ
い
て
作
中
に
書
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
よ
ね
。
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『
日
本
国
紀
』
だ
っ
て
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
の
コ
ピ
ぺ
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
基
本
的
に
こ

の
人
は
、
過
去
や
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
経
由
し
て
ツ
ギ
ハ
ギ
に
し
て
再
構
成
し
て
い
い
ん
だ
、

と
い
う
歴
史
観
と
い
う
か
、
感
覚
の
持
ち
主
な
ん
で
す
よ
ね
。

　

そ
れ
は
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
、
と
い
う
構
築
主
義
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
歴
史
観
で
す
。

つ
ま
り
、
じ
つ
は
こ
の
人
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
保
守
主
義
者
で
あ
り
、
保
守
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
な
ん
で

す
よ
。

　

た
と
え
ば
『
永
遠
の
０
』
も
、
戦
後
の
社
会
で
は
特
攻
隊
は
愚
か
な
狂
信
者
だ
っ
た
と
か
批
判
さ
れ
て
き
た

け
ど
本
当
は
そ
う
じ
ゃ
な
か
っ
た
、
と
か
、
日
本
が
戦
中
に
行
っ
た
こ
と
は
じ
つ
は
い
い
こ
と
だ
っ
た
、
と
か
、

い
か
に
も
保
守
的
で
歴
史
修
正
主
義
的
な
欲
望
に
基
づ
い
た
小
説
で
す
。
で
も
そ
こ
に
、「
現
実
」
は
「
真
実
」

で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
小
説
の
感
覚
が
入
り
込
ん
で
い
ま
す
。

　

あ
る
い
は
『
海
賊
と
よ
ば
れ
た
男
』
も
、
本
当
は
苛
酷
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
、
敗
戦
後
の
復
興
や
労
働
を
何

で
も
か
ん
で
も
美
し
い
話
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
み
ん
な
が
家
族
的
経
営
で
協
力
し
て
、
タ

ン
ク
の
中
で
油
を
す
く
う
と
い
う
苛
酷
な
労
働
を
喜
ん
で
和
気
藹
々
と
や
っ
て
し
ま
う
。

　

歴
史
認
識
の
面
で
い
え
ば
、
田
原
総
一
朗
と
の
対
談
本
（『
愛
国
論
』
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
ズ
、
二
〇
一
四
年
）
を
読

む
と
、
彼
は
南
京
大
虐
殺
は
な
か
っ
た
、「
従
軍
慰
安
婦
」
問
題
も
噓う

そ

だ
っ
た
な
ど
の
、
歴
史
修
正
主
義
者
が

よ
く
口
に
す
る
テ
ン
プ
レ
ー
ト
的
（
型
ど
お
り
）
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
て
、
田
原
か
ら
た
し
な
め
ら
れ
て
い
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ま
す
。
こ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
操
作
性
と
い
う
の
が
百
田
の
ベ
ー
ス
に
あ
り
、
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
の
感
覚
で
す
。

杉
田　
う
ん
。
彼
が
保
守
的
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
だ
と
い
う
の
は
僕
も
そ
う
感
じ
る
ん
だ
け
ど
、
た
だ
、
そ
こ

に
必
ず
し
も
回
収
さ
れ
な
い
よ
う
な
実
存
性
が
、
別
の
面
で
は
彼
の
小
説
の
コ
ア
に
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
か
。

そ
こ
が
彼
の
小
説
を
侮
れ
な
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は
。

　

お
そ
ら
く
百
田
尚
樹
は
、
基
本
的
に
は
、「
戦
後
」
の
「
普
通
の
お
じ
さ
ん
」
の
感
性
を
持
っ
て
い
る
人
だ

と
思
う
。
少
な
く
と
も
、
彼
の
初
期
の
小
説
を
読
む
か
ぎ
り
は
、
あ
る
時
点
ま
で
は
レ
イ
シ
ス
ト
や
差
別
主
義

者
と
は
言
え
な
か
っ
た
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。

「
普
通
の
お
じ
さ
ん
」
た
ち
の
死
生
観

藤
田　
そ
う
で
し
ょ
う
か
？

杉
田　
傲
慢
で
、
露
悪
的
で
、
情
に
も
ろ
く
て
、
女
性
に
頭
が
あ
が
ら
な
い
。
で
も
ど
こ
か
強
い
夫
や
父
親
で

も
あ
り
た
く
て
、
誰
も
俺
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
被
害
者
意
識
も
抱
え
て
い
る
。
猥わ

い

談だ
ん

や
武

勇
伝
が
大
好
き
で
、
自
分
の
生
活
の
範
囲
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
非
常
に
無
神
経
。
そ
う
い
う
、
よ
く
い

る
「
お
じ
さ
ん
」
の
感
性
の
持
ち
主
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
う
い
う
「
男
」
と
し
て
、
じ
ゃ
あ
ど
う
生
き
れ
ば
い
い
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
る
時
期
の
彼
は
突
き
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つ
め
よ
う
と
し
た
。
い
ろ
い
ろ
と
試
行
錯
誤
し
た
け
れ
ど
、
な
か
な
か
う
ま
く
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
う
い
う
感

じ
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
『
錨
を
上
げ
よ
』
で
は
、
延
々
と
、
原
稿
用
紙
二
四
〇
〇
枚
に
わ
た
っ
て
、
自
分
の
「
男
」
と
し

て
の
生
き
方
を
模
索
す
る
ん
だ
け
れ
ど
、
ま
っ
た
く
成
長
も
成
熟
も
し
な
い
。
成
長
小
説
（
ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
ロ

マ
ン
）
の
構
造
を
持
ち
な
が
ら
、
成
長
小
説
に
な
ら
な
い
。

　

あ
る
い
は
『
永
遠
の
０
』
で
は
、
自
分
が
特
攻
隊
で
死
ぬ
と
き
に
、
最
後
に
こ
の
世
界
に
何
を
残
せ
る
か
、

と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
あ
り
ま
す
。
国
家
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
軍
隊
も
信
じ
ら
れ
な
い
。
で
は
何
が
残
る
か
。
最

後
に
信
じ
ら
れ
る
拠よ

り
所ど
こ
ろは
、
や
は
り
家
族
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
恥
を
さ
ら
し
て
も
、
卑ひ

怯き
よ
う

者も
の

と
罵の
の
しら
れ
て

も
、
何
と
し
て
も
生
き
延
び
て
、
家
族
だ
け
は
守
り
た
い
。

　

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
特
攻
隊
員
と
い
う
よ
り
も
、「
戦
後
」
の
会
社
員
と
し
て
の
「
普
通
の
お
じ
さ
ん
」
た

ち
の
死
生
観
と
同
じ
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
自
分
が
何
の
た
め
に
働
い
て
何
の
た
め
に
死
ぬ
の
か
、
そ
の
意

味
を
家
族
に
求
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

現
在
の
リ
ベ
ラ
ル
な
戦
後
民
主
主
義
を
牽け

ん

引い
ん

す
る
内
田
樹た
つ
るは
、『「
お
じ
さ
ん
」
的
思
考
』（
晶
文
社
、
二
〇
〇

二
年
）
と
い
う
本
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
戦
後
の
平
凡
な
「
お
じ
さ
ん
」
た
ち
は
、
今

や
、
若
者
か
ら
も
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
か
ら
も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ス
ト
か
ら
も
批
判
さ
れ
て
、「
こ
の
状
況
に
ど
う
対

処
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
た
だ
呆ぼ

う

然ぜ
ん

と
立
ち
尽
く
し
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
」。
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実
際
、
現
在
も
「
お
じ
さ
ん
」
バ
ッ
シ
ン
グ
（
嘲
笑
、
か
ら
か
い
）
が
公
然
と
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

も
ち
ろ
ん
、
Ｐ
Ｃ
（
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
）
的
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
ル
な
基
準
か
ら
は
批
判
さ
れ
る
べ

き
点
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
で
も
、
戦
後
民
主
主
義
的
で
高
度
成
長
的
な
庶
民
や
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
、「
正
し

い
お
じ
さ
ん
」
の
中
に
あ
っ
た
「
人
倫
」（
人
間
と
し
て
の
倫
理
）
そ
れ
自
体
ま
で
を
否
定
で
き
る
の
か
、
そ
こ

に
は
軽
視
も
嘲
笑
も
で
き
な
い
何
か
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

│
と
内
田
さ
ん
は
言
う
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
で
も
、
な
ん
と
言
わ
れ
よ
う
と
、「
正
し
い
お
じ
さ
ん
」
た
ち
は
、
仲
間
た
ち
と
手
に
手
を
取
っ

て
額
に
汗
し
て
仕
事
を
す
る
の
は
そ
れ
自
体
「
よ
い
こ
と
」
だ
と
い
う
職
業
倫
理
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い

し
、「
強
い
お
父
さ
ん
と
優
し
い
お
母
さ
ん
と
か
わ
い
い
子
供
た
ち
」
で
構
成
さ
れ
る
理
想
の
家
族
像
を

手
ば
な
せ
な
い
し
、「
強
き
を
く
じ
き
、
弱
き
を
助
け
る
」
こ
と
こ
そ
と
り
あ
え
ず
人
倫
の
基
礎
だ
と
信

じ
て
い
る
し
、
争
っ
て
い
る
ひ
と
び
と
を
見
れ
ば
、
こ
と
の
理
非
は
と
も
か
く
割
っ
て
入
っ
て
、
つ
い

「
話
せ
ば
、
分
か
る
」
と
言
っ
て
し
ま
う
。

　

だ
が
、
い
ま
は
そ
う
い
う
「
正
し
い
お
じ
さ
ん
の
常
識
」
が
受う

け
容い

れ
ら
れ
る
時
代
で
は
な
い
。

 

（『「
お
じ
さ
ん
」
的
思
考
』）

　

国
家
を
信
じ
ら
れ
ず
、
会
社
を
信
じ
ら
れ
ず
、
家
庭
を
信
じ
ら
れ
ず
、
学
校
も
地
域
も
歴
史
の
進
歩
も
神
の
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摂
理
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
大
人
」
と
は
、
生
に
究
極
の
意
味
を
認
め
る
こ
と
を
断
念
し
た
存
在
で

あ
る
、
と
内
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。

　

し
か
し
「
大
人
」
と
は
同
時
に
、
信
じ
る
も
の
が
何
も
な
く
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の
「
信
じ
る
も
の
が
な
く

な
っ
た
状
況
」
か
ら
何
か
を
「
信
じ
る
」
た
め
の
き
っ
か
け
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
人
間
の
こ
と
で
あ
り
、

「
み
ず
か
ら
の
弱
さ
を
熟
知
し
た
成
熟
し
た
大
人
」
の
こ
と
な
ん
だ
、
と
。

　

あ
る
段
階
ま
で
は
、
百
田
尚
樹
の
中
に
も
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
戦
後
的
な
「
お
じ
さ
ん
的
思
考
」
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
「
お
じ
さ
ん
」
的
な
生
き
方
が
、
最
終
的
な
理
想
と
し
て
は
、
自
己
犠
牲
的
な

日
陰
者
と
し
て
、
世
間
か
ら
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
け
れ
ど
、
誰
か
を
支
え
て
生
き
よ
う
と
す
る
と
い
う

「
殉
愛
」
と
し
て
見み

出い
だ

さ
れ
て
い
く
。

　

男
性
問
題
に
葛
藤
し
て
、
弁
証
法
的
に
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
、
小
説
家
と
し
て
の
彼
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ

と
行
き
着
い
た
。
少
な
く
と
も
、
あ
る
段
階
ま
で
は
そ
う
い
う
葛
藤
が
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
僕
の
考
え
で
す
。

　

そ
の
辺
り
が
彼
の
小
説
の
侮
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
単
な
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
保
守
主
義
者
と
も
異
な

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
試
行
錯
誤
の
あ
り
方
と
、
そ
れ
が
辿た

ど

り
着
い
た
場
所
が
本
当
に
真

っ
当
だ
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
が
批
判
的
に
検
討
さ
れ
な
き
ゃ
い
け
な
い
。

藤
田　
そ
こ
は
、
僕
と
杉
田
さ
ん
の
意
見
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
確
か
に
「
普
通
の
お
じ
さ

ん
」
が
共
感
し
や
す
い
内
容
を
書
い
て
い
る
と
は
思
い
ま
す
。
で
す
が
、『
錨
を
上
げ
よ
』
で
書
か
れ
た
自
伝
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的
な
内
容
や
作
家
と
し
て
の
振
る
舞
い
か
ら
し
て
、
百
田
尚
樹
は
「
普
通
」
で
は
な
く
、
か
な
り
例
外
的
で
逸

脱
的
な
、
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
な
人
な
の
だ
ろ
う
と
僕
は
思
い
ま
す
よ
。

　

大
学
も
や
め
て
い
る
し
、
当
時
の
テ
レ
ビ
や
バ
ラ
エ
テ
ィ
の
世
界
と
い
う
の
は
と
て
も
地
位
が
低
い
扱
い
で

し
た
よ
ね
。
そ
の
よ
う
な
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
だ
か
ら
こ
そ
、
メ
デ
ィ
ア
の
構
造
変
動
に
鋭
い
ア
ン
テ
ナ
を
張
り

め
ぐ
ら
せ
て
、
ネ
ッ
ト
時
代
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
波
に
も
対
応
で
き
て
成
功
し
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
認
識
で

す
。百

田
尚
樹
は
震
災
後
に
「
転
向
」
し
た
の
か
？

杉
田　
確
か
に
こ
の
辺
り
は
、
僕
と
藤
田
さ
ん
で
大
き
く
認
識
が
異
な
る
点
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

　

僕
は
、
東
日
本
大
震
災
以
降
の
百
田
尚
樹
は
決
定
的
に
「
転
向
」
し
た
、
と
考
え
ま
す
。
あ
る
時
期
ま
で
の

百
田
の
小
説
は
、
公
正
に
見
て

│
無
神
経
で
反
動
的
な
面
も
あ
り
、
女
性
表
象
や
左
翼
イ
メ
ー
ジ
に
か
な
り

の
危
う
さ
が
あ
り
な
が
ら
も

│
ヘ
イ
ト
や
差
別
の
産
物
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
。

　

時
系
列
順
に
読
み
進
め
た
か
ぎ
り
で
は
、
震
災
の
経
験
と
、
震
災
後
の
安
倍
政
権
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
に

よ
っ
て
、
彼
の
小
説
の
物
語
の
骨
格
そ
の
も
の
が
根
本
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
転
向
後
の
世
界
観
を
象
徴

す
る
の
が
『
海
賊
と
よ
ば
れ
た
男
』
や
『
カ
エ
ル
の
楽
園
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
六
年
）
の
よ
う
な
小
説
で
す
。

逆
に
い
え
ば
、
震
災
後
の
百
田
が
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
ネ
ト
ウ
ヨ
小
説
、
ひ
ど
い
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
小
説
を
書
く
に



初校
三校
責了

（31）

新書 4月刊　百田尚樹をぜんぶ読む
� P. 31

集英社
179.0

218.0
×１

31　序章　なぜ百田尚樹を読もうとするのか

至
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
そ
の
こ
と
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
藤
田
さ
ん
は
む
し
ろ
、
初
期
段
階
の
『
永
遠
の
０
』
か
ら
、
す
で
に
危
う
い
面
が
強
か
っ
た
、
と
い

う
感
じ
で
す
よ
ね
。

藤
田　
そ
う
で
す
ね
。『
永
遠
の
０
』
の
時
点
で
「『
朝
日
新
聞
』
に
み
な
は
騙
さ
れ
て
い
る
が
、
真
実
の
歴
史

は
こ
う
だ
！
」
的
な
、
歴
史
修
正
主
義
的
な
物
語
で
し
た
よ
ね
。

　

外
堀
を
埋
め
る
た
め
に
人
脈
的
な
話
を
す
れ
ば
、
百
田
と
安
倍
首
相
の
対
談
を
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
し
た
の
は
、

花
田
紀
凱
で
す
。
花
田
は
、
文
藝
春
秋
の
雑
誌
「
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
」
の
編
集
長
だ
っ
た
。
か
つ
て
ユ
ダ
ヤ
人
の

虐
殺
は
な
か
っ
た
と
い
う
歴
史
修
正
主
義
的
な
記
事
を
載
せ
て
ユ
ダ
ヤ
人
団
体
か
ら
の
抗
議
を
受
け
、
雑
誌
自

体
が
廃
刊
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

百
田
尚
樹
の
基
本
的
な
歴
史
観
は
、
保
守
派
の
代
表
的
論
客
で
あ
る
渡
部
昇
一
な
ど
と
同
じ
、
Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ

（
ウ
ォ
ー
・
ギ
ル
ト
・
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
）
を
批
判
す
る
歴
史
観
で
す
。

　

Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
を
批
判
す
る
歴
史
観
と
は
、
戦
後
の
日
本
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）
の
情
報

統
制
や
教
育
に
よ
っ
て
洗
脳
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
戦
争
責
任
と
い
う
罪
を
感
じ
る
よ
う
に
な
り
、
左
翼
や
日
教
組

や
「
朝
日
新
聞
」
の
自
虐
史
観
に
支
配
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
本
当
は
日
本
人
は
素
晴
ら
し
い
民
族
な
の

だ
か
ら
、
偽
り
の
歴
史
認
識
を
打
破
し
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
。
そ
う
い
う
歴
史
観
で
す
。
Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
は
、
江

藤
淳
が
「
諸
君
！
」
で
一
九
八
二
年
か
ら
一
九
八
六
年
に
か
け
て
断
続
的
に
発
表
し
た
「
閉
ざ
さ
れ
た
言
語
空
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間
」
で
取
り
上
げ
て
、
大
き
な
話
題
と
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
歴
史
観
（
仮
に
Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
史
観
と
呼
び
ま
す
が
）
が
ど
こ
ま
で
事
実
な
の
か
は
議
論
が
あ
り
、
い
ろ
い
ろ

読
ん
だ
う
え
で
の
判
断
で
す
が
、「
そ
の
せ
い
だ
け
で
戦
後
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。

一
次
資
料
に
あ
た
っ
て
検
証
し
た
賀か

茂も

道
子
の
『
ウ
ォ
ー
・
ギ
ル
ト
・
プ
ロ
グ
ラ
ム

│
Ｇ
Ｈ
Ｑ
情
報
教
育
政

策
の
実
像
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
八
年
）
に
よ
る
と
、
そ
の
名
前
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
行
っ
た
の

は
事
実
だ
が
、
保
守
論
壇
が
言
う
ほ
ど
の
大
掛
か
り
な
も
の
で
も
な
く
、
影
響
も
限
定
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

デ
ビ
ュ
ー
作
の
『
永
遠
の
０
』
は
、
そ
も
そ
も
、
こ
の
よ
う
な
Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
史
観
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
特
攻

隊
は
愚
か
で
狂
信
的
な
愛
国
者
だ
っ
た
、
と
語
り
手
で
あ
る
青
年
も
最
初
の
う
ち
は
信
じ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
人
の
証
言
を
聞
く
中
で
、「
洗
脳
」
を
解
か
れ
て
歴
史
の
「
真
実
」
に
目
覚
め
て
い
く
。
そ
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
魅
力
の
核
に
あ
る
、
そ
う
い
う
小
説
で
す
よ
。
作
中
で
は
、「
朝
日
新
聞
」
を
連
想
さ
せ
る
よ

う
な
新
聞
の
記
者
と
デ
ィ
ベ
ー
ト
す
る
場
面
も
あ
り
ま
す
ね
。
百
田
の
「
朝
日
新
聞
」
嫌
い
は
有
名
で
す
し
、

Ｗ
Ｇ
Ｉ
Ｐ
史
観
で
も
、
新
聞
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
が
「
洗
脳
」
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

『
永
遠
の
０
』
の
小
説
と
し
て
の
構
造
そ
の
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
、
戦
後
の
自
虐
史
観
を
脱
却
し
て
真
の
歴
史

に
目
覚
め
る
、
と
い
う
ネ
ト
ウ
ヨ
や
保
守
の
論
調
と
同
じ
な
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
、
杉
田
さ
ん
と
は
異
な
り
、

百
田
が
小
説
の
中
で
最
初
か
ら
書
い
て
き
た
こ
と
と
、
近
年
の
彼
の
保
守
思
想
は
、
じ
つ
は
そ
れ
ほ
ど
乖か

い

離り

し
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て
い
な
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

杉
田　
藤
田
さ
ん
は
「
転
向
」
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
立
場
で
す
ね
。
た
だ
、
小
説
作
品
の
ほ
う
が
や
は
り
深

み
が
あ
り
ま
せ
ん
か
。
つ
ま
り
、
一
つ
の
価
値
観
を
相
対
化
し
て
そ
れ
を
立
体
的
に
見
た
り
、
あ
る
い
は
人
間

の
中
の
矛
盾
し
た
欲
望
を
描
い
て
い
っ
た
り
。

藤
田　
そ
う
で
す
ね
。

善
意
の
歴
史
修
正
主
義

杉
田　
特
に
気
に
入
っ
た
作
品
な
ど
は
あ
り
ま
し
た
か
？

藤
田　
僕
と
し
て
は
、
百
田
尚
樹
の
全
作
品
の
中
で
、『
錨
を
上
げ
よ
』
が
い
ち
ば
ん
好
感
が
持
て
ま
し
た
。

　

と
い
う
の
は
、
生
ま
れ
育
っ
た
大
阪
の
環
境
の
こ
と
な
ど
を
率
直
に
書
い
て
、
な
ぜ
自
分
が
そ
う
感
じ
ざ
る

を
得
な
い
の
か
、
そ
の
こ
と
を
き
ち
ん
と
分
析
し
て
い
る
か
ら
で
す
ね
。
思
想
の
背
景
に
あ
る
足
元
自
体
を
分

析
し
て
投
げ
出
す
、
相
対
化
の
目
線
が
ち
ゃ
ん
と
あ
る
。
大
阪
の
貧
し
い
家
庭
に
生
ま
れ
て
、
周
り
に
は
「
部

落
」
が
あ
り
、
在
日
コ
リ
ア
ン
も
い
て
、
差
別
も
あ
る
ん
だ
け
ど
、
大
阪
の
そ
の
地
域
全
体
が
貧
し
か
っ
た
。

差
別
し
た
が
、「
そ
う
言
う
町
の
人
た
ち
の
暮
ら
し
も
ま
た
相
当
に
ひ
ど
い
も
の
だ
っ
た
。
た
い
て
い
が
バ
ラ

ッ
ク
の
よ
う
な
長
屋
造
り
の
小
さ
な
家
に
住
み
、
職
の
無
い
人
も
珍
し
く
な
か
っ
た
」（
単
行
本
上
巻
・
一
一
ペ

ー
ジ
）
と
。
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も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
差
別
し
て
い
い
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
そ
う
い
う
環
境
だ
か
ら
こ
そ
の
感
じ
方
・
考

え
方
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
曝さ

ら

け
出
し
て
い
る
点
は
評
価
で
き
ま
す
。
他
人
を
助
け
よ
う
と
す
る
優
し
さ
も

あ
る
し
、
共
同
体
を
活
気
づ
け
よ
う
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
動
機
も
見
ら
れ
る
し
、
自
分
の
ダ
メ
さ
、
し
ょ
う

も
な
さ
も
十
分
に
自
覚
し
て
い
る
。

　

た
だ
、
や
は
り
そ
う
い
う
こ
と
と
、
差
別
的
で
ヘ
イ
ト
的
な
発
言
は
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
ら
は

矛
盾
し
て
い
る
の
か
。
む
し
ろ
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
の
か
。
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
。

杉
田　
う
ん
。
そ
の
問
題
を
や
っ
ぱ
り
考
え
て
い
き
た
い
。
戦
後
の
あ
り
ふ
れ
た
お
じ
さ
ん
、
無
神
経
だ
け
ど

善
良
な
お
じ
さ
ん
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
差
別
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
む
し
ろ
、

善
良
な
お
じ
さ
ん
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
差
別
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
と
い
う
の
は
、
善
良
な
人
間
が
か

ぎ
り
な
く
残
虐
な
こ
と
に
手
を
染
め
る
と
い
う
の
は
、
歴
史
的
に
く
り
か
え
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
す
か
ら
ね
。

　

つ
ま
り
、
百
田
の
小
説
の
中
に
あ
る
見
か
け
の
善
良
さ
の
中
に
は
や
は
り
い
く
つ
も
の
盲
点
が
あ
っ
て
、
そ

こ
が
ま
さ
に
差
別
や
ヘ
イ
ト
へ
と
転
じ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
の
ね
じ
れ
方
で
す
ね
。
そ
の
こ
と
を
考

え
つ
つ
、
百
田
作
品
を
読
ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

藤
田　
そ
も
そ
も
、
歴
史
修
正
主
義
っ
て
、
必
ず
し
も
悪
意
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

先
祖
や
仲
間
に
対
す
る
偏
見
や
バ
ッ
シ
ン
グ
を
何
と
か
し
て
あ
げ
た
い
、
守
っ
て
あ
げ
た
い
、
と
い
う
気
持
ち

か
ら
生
じ
る
部
分
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
単
純
な
悪
意
じ
ゃ
な
い
か
ら
こ
そ
、
歴
史
修
正
主
義
は
か
え
っ
て
厄
介
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な
ん
だ
ろ
う
な
あ
と
感
じ
ま
す
。

杉
田　
と
は
い
え
、
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
百
田
尚
樹
の
場
合
、
あ
る
種
の
実
存
性
（
男
性
問
題
を
め
ぐ
る

弁
証
法
的
な
葛
藤
と
試
行
錯
誤
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ヘ
イ
ト
や
歴
史
修
正
に
必
ず
し
も
回
収
さ
れ
な
い
部
分
を

含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
僕
は
思
う
ん
で
す
。
そ
の
辺
り
は
両
義
的
に
、
繊
細
に
見
て
い
き
た
い
。

　

し
か
し
『
海
賊
と
よ
ば
れ
た
男
』
の
辺
り
か
ら
、
そ
う
し
た
ね
じ
れ
た
実
存
性
が
完
全
に
消
え
て
し
ま
い
、

そ
の
あ
と
は
か
な
り
ベ
タ
な
差
別
者
、
歴
史
修
正
主
義
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
僕
に
は
そ
う
見
え
る
。

　

逆
に
い
え
ば
、
そ
う
は
な
ら
な
い
で
す
む
可
能
性
は
な
か
っ
た
の
か
。
別
の
方
向
に
分
岐
す
る
道
は
な
か
っ

た
の
か
。
彼
の
作
品
を
読
ん
で
批
評
す
る
と
は
、
同
時
に
、
そ
う
い
う
潜
在
的
に
あ
り
え
た
可
能
性
を
考
え
て

み
る
こ
と
だ
と
も
思
う
。

　

震
災
以
降
の
『
海
賊
と
よ
ば
れ
た
男
』
や
『
カ
エ
ル
の
楽
園
』
は
、
小
説
と
し
て
の
骨
格
自
体
が
ま
っ
た
く

ダ
メ
に
な
っ
て
い
る
、
と
僕
は
感
じ
ま
す
。
あ
と
で
具
体
的
に
論
じ
ま
す
が
、
複
雑
な
視
点
を
欠
い
た
非
常
に

単
純
化
さ
れ
た
物
語
構
造
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
近
年
の
彼
は
ほ
と
ん
ど
小
説
作
品
を
書
い
て

い
ま
せ
ん
ね
。
そ
の
代
わ
り
に
、
嫌
韓
・
嫌
中
的
な
政
治
エ
ッ
セ
イ
や
、
同
類
の
人
々
と
の
対
談
集
を
大
量
に

出
版
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

藤
田
さ
ん
の
図
式
で
い
え
ば
、
小
説
家
と
し
て
の
顔
が
か
な
り
縮
減
さ
れ
て
、
保
守
思
想
家
と
メ
デ
ィ
ア
イ

ベ
ン
タ
ー
の
側
面
を
強
め
て
い
る
。『
カ
エ
ル
の
楽
園
』
は
、
も
は
や
小
説
と
い
う
よ
り
単
な
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
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ダ
で
し
ょ
う
。


