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戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣

太
宰
治

｢

斜
陽｣

と
太
田
静
子

｢

斜
陽
日
記｣

を
比
較
し
て

坂

上

幸

一
、
問
題
の
所
在

太
宰
治

｢

斜
陽｣

は
、
一
九
四
七
年
の

『

新
潮』
七
月
号
か
ら
十
月
号
に
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
に
あ
た
る

太
田
静
子

｢

相
模
曽
我
日
記｣

は
、
太
宰
死
後
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
乗
じ
て
、
石
狩
書
房
が
一
九
四
八
年
十
月
に

『

斜
陽

日
記』

と
い
う
書
名
で
刊
行
し
た

(

１)

。
両
者
は
母
と
娘
が
山
荘
に
引
っ
越
し
て
か
ら
母
が
死
ぬ
ま
で
の
生
活
が
語
ら
れ
、
そ
の
物
語
内
容
の
多
く

は
共
通
し
て
い
る
。
酷
似
し
て
い
る
の
は
物
語
内
容
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
ず
、
蛇
の
卵
を
焼
い
て
し
ま
っ
た
事
件
や
火
事
事
件
、
ロ
ー
ザ
ル
ク

セ
ン
ブ
ル
ク
の

『

経
済
学
入
門』

を
受
容
す
る
場
面
等
で
は
、
物
語
言
説
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
一
言
一
句
一
致
す
る
箇
所
が
み
ら
れ
る
。

そ
の
一
方
で
、｢

斜
陽
日
記｣

は
母
の
死
を
も
っ
て
完
結
す
る
が
、｢
斜
陽｣

で
は
母
の
死
後
に
か
ず
子
が
自
ら
の

｢

恋｣

を
貫
い
て
、｢

こ

ひ
し
い
ひ
と
の
子
を
生
み
、
育
て
る
事｣

を

｢

道
徳
革
命｣

と
し
て
語
る
。
こ
の

｢

道
徳
革
命｣

に
つ
い
て
、
饗
庭
孝
男
は

｢

や
っ
と
母
の
死

後
に
言
葉
の
上
で
主
張
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い

(

２)｣

と
述
べ
、
東
郷
克
美
も

｢『

子
を
生
む』

と
い
う
の
は
非
常
に
唐
突
で
、
私
生
児
を
生
む
こ
と

が
道
徳
革
命
に
繋
が
っ
て
い
く
と
い
う
の
は
、

そ
の
こ
と
自
体
、
十
分
納
得
し
て
い
く
よ
う
に
は
必
ず
し
も
作
品
は
形
象
さ
れ
て
い
な
い

(

３)｣

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣

二
二
一
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と
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。

で
は
、｢

斜
陽｣

の
語
り
手
か
ず
子
は

｢

斜
陽
日
記｣

と
酷
似
し
た
物
語
言
説
を
語
り
、
母
の
死
後
に

｢

道
徳
革
命｣

の
主
張
を
唐
突
に
展

開
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
外
部
で
展
開
さ
れ
た
太
宰
治
と
太
田
静
子
と
の
関
係
性
に
立
ち
入
ら
ず
、
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
フ
ラ
ッ
ト
に
置

き
並
べ
た
と
き
、
か
ず
子
が

｢

道
徳
革
命｣

と
い
う
言
説
を
生
成
し
得
た
一
要
因
は
、
両
者
に
お
け
る
物
語
内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
時
代
の

相
違
に
み
と
め
ら
れ
る
。
野
原
一
夫
は

｢『

斜
陽』

と

『

斜
陽
日
記』｣

で
、
次
の
よ
う
に
両
者
に
お
け
る
転
居
の
時
期
を
比
較
し
て
い
る
。

静
子
の
回
想
文
は
、
戦
争
中
の
昭
和
十
八
年
十
一
月
、
叔
父
の
世
話
で
神
奈
川
県
足
柄
下
郡
下
曽
我
村
に
疎
開
し
て
か
ら
、
敗
戦
後
の
二

十
年
十
二
月
に
母
と
死
別
す
る
ま
で
の
、
母
娘
ふ
た
り
の
あ
わ
れ
深
い
日
常
の
記
録
で
あ
る
。｢

斜
陽｣

で
は
二
十
年
十
二
月
に
か
ず
子

と
母
が
、
伊
豆
長
岡
か
ら
バ
ス
で
十
五
分
ほ
ど
の
山
荘
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
戦
中
と
戦
後
と
の
時
代
の
違
い
、
ま
た
山
荘

の
場
所
も
違
っ
て
い
る
の
だ
が

(

４)

、

こ
こ
で
、
野
原
が
両
者
の
物
語
内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
時
期
を
比
較
し
、｢

戦
中
と
戦
後
と
の
時
代
の
違
い｣

を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
同
一
の
転
居
と
い
う
物
語
内
容
が

｢

斜
陽
日
記｣

で
は
戦
中
の
疎
開
を
背
景
に
語
ら
れ
、｢

斜
陽｣

で
は
戦
後
に
お
け
る

｢

貴
族｣

の
没
落
と
意
味
づ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
転
居
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
時
代
の
相
違
と
同
様
に
、
か
ず
子
が
語
り
得
た

｢

道

徳
革
命｣

の
言
説
も
、｢

斜
陽
日
記｣

と
は
異
な
る
戦
後
の
時
代
状
況
の
中
で
生
成
さ
れ
た
主
張
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢

斜
陽｣

に
お
い
て
、
か
ず
子
が
語
る

｢

道
徳
革
命｣

を
戦
後
の
時
代
性
と
対
照
さ
せ
る
分
析
は
既
に
成
さ
れ
て
い
る

(

５)

。
高
田
知
波
は
、
い

ち
早
く
か
ず
子
が
語
る
時
間
を
戦
後
の
歴
史
的
事
実
と
対
応
さ
せ
て
、｢
日
本
国
憲
法
が
国
会
で
成
立
し
た
月
に

『

お
母
さ
ま』

が
死
に
、
二
・

一
ゼ
ネ
ス
ト
中
止
の
直
後
に
か
ず
子
が
最
終
書
簡
を
起
筆
し
て
い
る

(

６)｣

と
指
摘
し
た
。
こ
の
指
摘
を
継
承
し
た
金
ヨ
ン
ロ
ン
は

『

小
説
と

〈

歴

史
的
時
間〉』

で
、
か
ず
子
が
語
る
一
九
四
六
年
四
月
以
前
の
時
間
が
語
ら
れ
る

｢
冬
の
花
火｣

と
も
対
照
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『

冬
の
花
火』

か
ら

『

斜
陽』

へ
、
そ
の
間
の
国
民
主
権
が
成
立
し
て
い
く
過
程
を
見
出
し
て
は
じ
め
て
、
過
去
を
引
き
受
け
る
現
在
、

二
二
二



そ
こ
か
ら
未
来
を
主
導
し
て
い
こ
う
と
す
る
か
ず
子
の
革
命
の
可
能
性
が
垣
間
見
ら
れ
る

(

７)

。

こ
こ
で
、
か
ず
子
が
語
る

｢

国
民
主
権
が
成
立
し
て
い
く
過
程｣

が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
ま
た
、
青
木
京
子
が

｢

か
ず
子

の
革
命
の
本
質
は

『

女』

の
身
辺
生
活
に
お
け
る

〈

道
徳
革
命〉

で
あ
り
、
敗
戦
後
の
憲
法
改
正
や
家
族
制
度
の
問
題
と
深
く
関
与
し
て
い
る

(

８)｣

こ
と
を
、｢
古
い
道
徳｣

と
し
て
の

｢

女
大
学｣

、｢

修
身
教
科
書｣

、｢

教
育
勅
語｣

を
参
照
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
こ
と
も
示
唆
に
富
む
。

本
論
で
は
、｢
斜
陽｣

と

｢

斜
陽
日
記｣

の
物
語
内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
時
代
の
相
違
を
比
較
し
な
が
ら
、
か
ず
子
が
語
る

｢

道
徳
革
命｣

へ
と
至
る
道
行
き
を
た
ど
る
。｢

斜
陽
日
記｣

と
の
比
較
を
通
し
て
、｢

道
徳
革
命｣

は
母
の
死
後
に
唐
突
に
語
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
女
性

参
政
権
が
行
使
さ
れ
、
国
民
主
権
が
明
記
さ
れ
た
新
憲
法
が
成
立
し
て
い
く
時
代
状
況
の
た
だ
中
で
、
か
ず
子
が
主
体
的
な
女
性
の
生
き
方
を

模
索
し
続
け
た
こ
と
で
生
成
さ
れ
た
主
張
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
静
子
と
か
ず
子
に
お
け
る
語
り
方
の
相
違

｢

斜
陽
日
記｣

の
語
り
手
静
子
と

｢

斜
陽｣

の
語
り
手
か
ず
子
は
、
そ
れ
ぞ
れ
語
る
地
点
を
何
処
に
定
め
、
如
何
に
し
て
語
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
共
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
物
語
内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
時
間
を
比
較
す
る
前
に
両
者
の
語
り
方
の
特
徴
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

｢

斜
陽
日
記｣

に
お
け
る
物
語
内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
時
間
と
、
そ
れ
を
静
子
が
語
る
地
点
に
つ
い
て
、
小
森
陽
一
は
小
学
館
文
庫
版

『

斜
陽
日
記』

の
解
説
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

空
襲
に
脅
か
さ
れ
る
太
平
洋
戦
争
の
末
期
か
ら
、
敗
戦
を
経
て
、
母
の

｢

呼
吸
の
絶
え
る
日｣

ま
で
の
記
録
。(

中
略)

『

斜
陽
日
記』

は
、

母
の
死
後
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
、
こ
の
二
年
数
ケ
月
の
生
活
を
、
全
体
と
し
て
回
顧
す
る
意
識
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
る

(

９)

。

こ
の
指
摘
に
即
し
て

｢

斜
陽
日
記｣

の
本
文
を
確
認
す
る
と
、
一
九
四
三
年
春
か
ら
一
九
四
五
年
十
二
月
六
日
ま
で
に
生
じ
た
物
語
内
容
が
語

ら
れ
て
い
る
。
父
の
七
回
忌
に
あ
た
る
一
九
四
三
年
五
月
二
日
に
五
年
前
の
離
婚
を
回
想
し
て
い
る
等
、
所
々
で
時
間
の
順
序
が
前
後
す
る
箇

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣

二
二
三



所
も
み
ら
れ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
の
物
語
内
容
は
戦
中
か
ら
終
戦
直
後
ま
で
の
時
間
経
過
に
沿
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

一
九
四
五
年
元
日
の
記
述
は

｢

お
母
さ
ま｣

の
日
記
を
引
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
は
全
て
静
子
が
事
後
的
に
回
想
し
て
い
る
。
戦
局
の

変
化
や
戦
時
下
の
空
襲
な
ど
は
、
日
記
の
よ
う
に
具
体
的
な
日
付
を
伴
っ
て
克
明
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
日
に
あ
っ
た
出
来
事
を
そ

の
日
に
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
小
森
も

｢

母
の
死
後
、
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
、
こ
の
二
年
数
ケ
月
の
生
活
を
、
全
体
と
し
て
回
顧
す
る

意
識
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
る｣

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
四
五
年
十
二
月
六
日
に
母
が
死
ん
だ
後
に
、｢

二
年
数
ケ
月
の
生
活｣

全
体
を
時
系
列
に
沿
っ
て
回
想
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

対
し
て
、｢

斜
陽｣

の
語
り
手
か
ず
子
が
語
る
地
点
に
つ
い
て
、
高
田
知
波
は

｢《

出
来
事》

の
時
間
と
か
ず
子
の

《

語
り》

の
時
間
と
が
、

単
純
な
進
行
形
で
も
な
け
れ
ば
単
純
な
回
想
で
も
な
い
ダ
イ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
関
係
を
形
成
し
て
い
る

(�)｣

と
指
摘
し
て
い
る
。｢

斜
陽｣

の

本
文
を
確
認
す
る
と
、
か
ず
子
が
語
る
地
点
は
、
一
九
四
六
年
四
月
か
ら
一
九
四
七
年
二
月
七
日
の
少
し
後
ま
で
の
期
間
の
中
で
章
ご
と
に
進

行
し
て
い
く
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
点
に
立
脚
し
て
、
か
ず
子
は
戦
中
の
ヨ
イ
ト
マ
ケ
体
験
を
回
想
し
た
り
、
直
治
が
六
年
前
に
書
い
た

｢

夕

顔
日
誌｣

を
引
用
し
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
触
発
さ
れ
て
、
上
原
か
ら
受
け
た
キ
ス
や
、
そ
れ
と
同
時
期
に
か
ず
子
が
経
験
し
た
離
婚
を
回

想
し
た
り
し
な
が
ら
自
身
の
主
張
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。

以
上
、｢

斜
陽
日
記｣

と

｢

斜
陽｣

そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
方
を
指
摘
し
た
。｢

斜
陽
日
記｣

の
語
り
手
静
子
は
語
ら
れ
る
出
来
事
全
て
が
完
結
し

た
後
の
地
点
か
ら
回
想
し
、
結
末
と
な
る
母
の
死
に
向
か
っ
て
語
っ
て
い
る
。
一
方
の

｢

斜
陽｣

で
は
、
か
ず
子
が
語
る
行
為
と
そ
こ
か
ら
生

成
さ
れ
る
言
説
が
連
動
し
な
が
ら
進
行
し
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
章
を
語
る
一
九
四
六
年
四
月
時
点
の
か
ず
子
は
、
一
九
四
六
年
十
月

に
母
が
死
に
、
そ
の
後
に
自
身
が

｢

道
徳
革
命｣

を
語
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
ま
だ
知
ら
な
い
。
榊
原
理
智
が

｢

あ
る
出
来
事
を
語
る
語
り
そ

の
も
の
が
、
そ
の
次
の
瞬
間
に
は
対
象
化
さ
れ
出
来
事
と
し
て
記
述
さ
れ
、
そ
の
記
述
が
次
の
語
り
を
誘
発
し
て
い
く

(�)｣

と
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
か
ず
子
が
最
終
的
に
語
る

｢

道
徳
革
命｣

は
、
語
り
始
め
た
当
初
か
ら
か
ず
子
の
構
想
と
し
て
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
語
る
行
為
が

何
度
も
繰
り
返
さ
れ
徐
々
に
蓄
積
さ
れ
た
言
説
の
中
か
ら
立
ち
現
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、｢

斜
陽
日
記｣

で
は
語
ら
れ

二
二
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て
い
な
い

｢

道
徳
革
命｣

が
何
処
か
ら
芽
生
え
て
発
展
し
た
主
張
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
か
ず
子
が
語
る
言
説
の
順
序
に

即
し
て

｢

斜
陽
日
記｣

と
の
差
異
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
、
蛇
事
件
を
語
る
こ
と
で
目
覚
め
た
か
ず
子
の
自
我

[

表
１]

は
、｢

斜
陽｣
と

｢

斜
陽
日
記｣

双
方
で
共
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
主
要
な
物
語
内
容
を
八
つ
取
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
物
語
内
容
が

位
置
づ
け
ら
れ
た
時
間
と
語
る
地
点
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
節
以
降
で
は
、
こ
の
中
か
ら

｢

道
徳
革
命｣

へ
の
道
行
き
を
考
え
る
に
あ

た
っ
て
重
要
な
蛇
事
件
、｢

女
大
学｣

に
対
す
る
態
度
、『

経
済
学
入
門』

の
解
釈
、
天
皇
の
写
真
を
見
せ
る
場
面
、
母
の
死
に
つ
い
て
、
位
置

づ
け
ら
れ
た
時
代
状
況
の
相
違
を
比
較
し
な
が
ら
順
に
た
ど
り
た
い
。

ま
ず
は
、｢

斜
陽｣

の
第
一
章
で
語
ら
れ
る
蛇
の
卵
を
焼
い
た
事
件
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、｢

斜
陽
日
記｣

と
比
較
し
な
が
ら
検
討
す
る
。

｢

斜
陽
日
記｣

に
お
い
て
、
蛇
の
卵
を
焼
い
た
事
件
は
一
九
四
四
年
の

｢

十
一
月
も
半
ば
過
ぎ
た
或
る
日｣

に
起
き
た
出
来
事
と
し
て
小
説

の
半
ば
で
回
想
さ
れ
て
い
る
。
子
供
た
ち
が
蝮
の
卵
だ
と
言
い
張
る
た
め
、
静
子
は
焼
い
て
み
た
が
な
か
な
か
燃
え
な
い
。
蝮
で
は
な
く
蛇
の

卵
で
あ
っ
た
と
わ
か
り
、
そ
の
卵
を
埋
め
て
埋
葬
し
た
。
こ
の
こ
と
を
母
に
見
ら
れ
た
静
子
は
、
父
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
蛇
を
目
撃
し
て
母

が
そ
れ
以
来
蛇
に
対
し
て

｢

畏
怖
の
情｣

を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
母
に
不
吉
な
思
い
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
恐
れ
る
。
そ

れ
か
ら
何
度
か
卵
の
母
親
と
思
わ
れ
る
蛇
を
目
撃
し
た
。

母
の
死
後
に
回
想
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
母
の
死
に
際
で
再
び

｢
蛇｣

が
登
場
す
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
父
の
死
と
結
び
つ
く

｢

蛇｣

と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
そ
の
後
に
母
の
死
を
語
る
た
め
の
伏
線
と
考
え
ら
れ
る
。
母
の
死
因
は
結
核
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
こ
こ
で
は

｢

自
分

の
胸
の
底
に
、
お
母
さ
ま
の
お
命
を
ち
ぢ
め
る
気
味
悪
い
蛇
が
一
匹
は
い
り
込
ん
で
い
る
よ
う
で｣

、
あ
る
い
は

｢

私
の
胸
の
中
に
す
む
蝮
み

た
い
に
ご
ろ
ご
ろ
し
た
醜
い
蛇
が
、
こ
の
悲
し
み
が
深
く
て
、
う
つ
く
し
い
う
つ
く
し
い
母
蛇
を
、
い
つ
か
、
い
つ
か
食
い
殺
し
て
し
ま
う
の

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣
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で
は
な
か
ろ
う
か｣

と
、
静
子
が
蛇
の
卵
を
焼
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
母
の

｢

畏
怖
の
情｣

を
呼
び
起
こ
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
母
の
死
の
要
因

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
た
と
回
想
し
て
い
る
。

こ
の
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
一
九
四
六
年
四
月
の
地
点
で
か
ず
子
が
語
る

｢

斜
陽｣

の
第
一
章
に
お
い
て
、｢

そ
の
四
、
五
日
前
の
午
後｣

の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
物
語
言
説
は
、｢

斜
陽
日
記｣

の
物
語
言
説
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
静
子
が
戦
中
の
出
来

事
と
し
て
語
っ
た
蛇
事
件
を
、
か
ず
子
は
一
九
四
六
年
四
月
の
出
来
事
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
か
ず
子
は
こ
の
蛇
事
件
を
第
一
章
冒

頭
の
朝
食
の
場
面
の
直
後
に
配
置
し
て
い
る
。
冒
頭
近
く
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
ず
子
は
手
記
を
語
り
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、
蛇
事

件
を
重
要
な
出
来
事
と
意
義
づ
け
て
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
蛇
事
件
は
一
九
四
六
年
四
月
に
設
定
さ
れ
た

｢

斜
陽｣

の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
如
何
な
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
に
着
目
し
た
い
の
は
、
蛇
事
件
が
語
ら
れ
る
直
前
で
形
成
さ
れ
て
い
る
戦
後
に
お
け
る
戦
中
と
の
連
続
性
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
四
月

の

｢

け
さ｣

に
、
戦
後
の
時
代
性
を
象
徴
す
る

｢

ア
メ
リ
カ
か
ら
配
給
に
な
つ
た
罐
詰
の
グ
リ
ン
ピ
イ
ス｣

で
作
っ
た
ス
ー
プ
を
飲
ん
だ

｢

お

母
さ
ま｣

は
、
南
方
に
出
征
し
て

｢

終
戦
に
な
っ
て
も
行
先
が
不
明｣

に
な
つ
て
い
る
か
ず
子
の
弟
、
直
治
を
思
っ
て

｢

あ｣

と
声
を
も
ら
す
。

配
給
さ
れ
た

｢

グ
リ
ン
ピ
イ
ス｣

に
よ
っ
て
物
質
的
な
戦
後
性
が
語
ら
れ
る
一
方
で
、
銃
後
で
直
治
の
安
否
を
気
遣
う
母
娘
の
戦
争
は
直
治
が

帰
還
す
る
ま
で
終
わ
ら
な
い
。
終
戦
か
ら
八
ヶ
月
が
経
過
し
て
い
る
た
め
か
直
治
の
死
を

｢

覚
悟｣

し
て
い
る

｢

お
母
さ
ま｣

に
、
か
ず
子
は

直
治
は

｢

悪
漢｣

だ
か
ら
死
な
な
い
と
語
る
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
中
の
出
来
事
と
し
て
静
子
が
語
っ
た
蛇
事
件
を
、
か
ず
子
は
戦
後
に
な
っ
て
も
弟
の
安
否
を
案
ず
る
母
娘
の
戦
中
か
ら
連

続
す
る
意
識
の
中
で
語
っ
て
い
る

(�)

。
こ
の
意
識
に
触
発
さ
れ
て
、
か
ず
子
は
数
日
前
に
蛇
の
卵
を
焼
い
た
事
件
を
回
想
し
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、

母
が
蛇
に
対
す
る

｢

畏
怖
の
情｣

を
抱
く
要
因
と
な
っ
た
十
年
前
の
父
の
死
を
回
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、｢

斜
陽
日
記｣

の
よ
う
に
、
こ
の
一
連
の
死
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
を
そ
の
後
に
語
ら
れ
る
母
の
死
と
結
び
つ
く
伏
線
と
と
ら
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
第
一
章
を
語
る
一
九
四
六
年
四
月
地
点
の
か
ず
子
は
、
そ
の
後
に
母
が
結
核
で
亡
く
な
る
こ
と
を
ま
だ
知
ら
な
い
は
ず
だ

二
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か
ら
だ
。｢

自
分
の
胸
の
奥
に
、
お
母
さ
ま
の
お
命
を
ち
ぢ
め
る
気
味
わ
る
い
小
蛇
が
一
匹
は
ひ
り
込
ん
で
ゐ
る
や
う
で｣

、
あ
る
い
は

｢

私
の

胸
の
中
に
住
む
蝮
み
た
い
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
醜
い
蛇
が
、
こ
の
悲
し
み
が
深
く
て
美
し
い
美
し
い
母
蛇
を
、
い
つ
か
、
食
ひ
殺
し
て
し
ま
ふ
の

で
は
な
か
ら
う
か｣

と
い
う
箇
所
は
、｢

斜
陽
日
記｣

で
は
当
時
に
感
じ
た
自
ら
の
過
ち
に
よ
っ
て
母
が
死
ぬ
予
感
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
が
、

｢

斜
陽｣

の
第
一
章
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
か
ず
子
の

｢

胸
の
中｣

で
母
を

｢

食
ひ
殺｣

さ
ん
ば
か
り
に
の
た
う
つ
強
い
自
我
で

あ
る
。

そ
れ
は
第
一
章
の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

あ
あ
、
何
も
一
つ
も
包
み
か
く
さ
ず
、
は
つ
き
り
書
き
た
い
。(

中
略)

お
母
さ
ま
は
、
幸
福
を
お
装
ひ
に
な
り
な
が
ら
も
、
日
に
日

に
衰
へ
、
さ
う
し
て
私
の
胸
に
は
蝮
が
宿
り
、
お
母
さ
ま
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
太
り
、
自
分
で
お
さ
へ
て
も
お
さ
へ
て
も
太
り
、(

中
略)

私
に
は
こ
の
頃
、
こ
ん
な
生
活
が
、
と
て
も
た
ま
ら
な
く
な
る
事
が
あ
る
の
だ
。
蛇
の
卵
を
焼
く
な
ど
と
い
ふ
は
し
た
な
い
事
を
し
た
の

も
、
そ
の
や
う
な
私
の
い
ら
い
ら
し
た
思
ひ
の
あ
ら
は
れ
の
一
つ
だ
つ
た
の
に
違
ひ
な
い
の
だ
。
さ
う
し
て
た
だ
、
お
母
さ
ま
の
悲
し
み

を
深
く
さ
せ
、
衰
弱
さ
せ
る
ば
か
り
な
の
だ
。

恋
、
と
書
い
た
ら
、
あ
と
、
書
け
な
く
な
つ
た
。

こ
こ
で
も
、
蛇
事
件
の
言
説
と
同
様
に
、
か
ず
子
は

｢
私
の
胸
に
は
蝮
が
宿
り
、
お
母
さ
ま
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
太
り
、
自
分
で
お
さ
へ
て
も

お
さ
へ
て
も
太
り｣

と
、
母
を

｢

犠
牲｣

に
し
て
も
抑
え
き
れ
な
い
自
我
を
語
る
。
そ
し
て
、
か
ず
子
は
蛇
の
卵
を
焼
い
た
行
為
を
既
存
の

｢

生
活
が
、
と
て
も
た
ま
ら
な
く
な｣

っ
て
し
ま
う
よ
う
な

｢

私
の
い
ら
い
ら
し
た
思
ひ
の
あ
ら
は
れ
の
一
つ｣

だ
っ
た
と
自
ら
意
味
づ
け
る
。

こ
う
し
て
、
蛇
事
件
を
語
る
こ
と
で
自
我
に
目
覚
め
た
か
ず
子
は
、｢
何
も
一
つ
も
包
み
か
く
さ
ず
、
は
つ
き
り
書
き
た
い｣

と
自
己
の
内
面

を
表
現
し
た
い
欲
求
に
か
ら
れ
て
、｢

恋
、｣

と
語
り
始
め
よ
う
と
す
る
。

で
は
、
な
ぜ
第
一
章
が
語
ら
れ
る
一
九
四
六
年
四
月
の
地
点
に
お
い
て
、
か
ず
子
は
自
己
の
内
面
を
表
現
し
た
い
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
前
述
し
た
戦
中
と
の
連
続
性
と
は
対
照
的
な
戦
後
民
主
主
義
に
基
づ
く
動
向
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣
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テ
ク
ス
ト
外
部
の
一
九
四
六
年
四
月
十
日
に
行
な
わ
れ
た
第
二
十
二
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
は
初
の
男
女
普
通
選
挙
で
あ
り
、
初
の
女
性
議

員
と
し
て
三
十
九
名
が
当
選
し
た

(�)
。
永
吉
寿
子
も

｢

女
性
の
発
言
権
が
社
会
的
に
承
認
さ
れ
た
当
時
の
社
会
状
況
を
考
え
る
と
、
か
ず
子
の
手

記
の
起
点
と
は
、
女
性
の
声
が
表
象
可
能
と
な
る
ポ
イ
ン
ト
に
重
な
っ
て
い
た

(�)｣

と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
女
性
が
自
己
の
意
見
を
主
張
し

政
治
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
気
運
に
支
え
ら
れ
て
、
か
ず
子
は
自
我
に
目
覚
め
、
自
己
の
内
面
を
表
現
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、｢

女
大
学｣
に
準
ず
る
静
子
と
反
抗
す
る
か
ず
子

一
九
四
六
年
四
月
に
蛇
の
卵
を
焼
い
た
事
件
を

｢

私
の
い
ら
い
ら
し
た
思
ひ
の
あ
ら
は
れ
の
一
つ｣

と
意
味
づ
け
、｢

恋
、｣

と
語
り
始
め
よ

う
と
し
た
か
ず
子
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
し
て
自
己
の
内
面
を
主
張
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
自
我
を
具
体
的
に
言
語
化
し
て
主
張
す

る
よ
う
に
な
る
の
は
、
一
九
四
六
年
夏
に
投
函
さ
れ
た
三
通
の
上
原
宛
書
簡
に
お
い
て
で
あ
る
。
第
四
章
に
引
用
さ
れ
た
こ
の
書
簡
に
対
す
る

返
事
は
一
通
も
得
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
か
ず
子
は
一
方
的
に
三
通
の
書
簡
を
執
筆
し
て
投
函
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
第
一
書
簡
の
趣
旨
は
、

｢

い
ま
の
生
活
か
ら
の
が
れ
出｣

て
、
妻
子
の
あ
る
上
原
の

｢
愛
人
と
し
て
暮
ら
す
つ
も
り｣

だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
如
何
に

し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
第
二
章
と
第
三
章
で
語
ら
れ
る
言
説
の
流
れ
を
確
認
す
る
と
、
書
簡
の
趣
旨
は
、
女
性
の
生
き
方
に

関
す
る
主
張
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

第
二
章
で
、
一
九
四
六
年
初
夏
に

｢

戦
争
の
唯
一
の
記
念
品｣

と
し
て
の
地
下
足
袋
を
履
い
て
畑
仕
事
を
し
て
い
る
か
ず
子
は
、
母
か
ら
叔

父
の
言
い
つ
け
を
聞
か
さ
れ
る
。
言
い
つ
け
の
内
容
は
、
麻
薬
中
毒
の
直
治
が
帰
還
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
と
、
預
金
の
封
鎖
と
財
産
税
の
徴

収
で
打
撃
を
受
け
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
母
子
三
人
の
生
活
費
を
工
面
す
る
た
め
に
嫁
入
り
す
る
か
奉
公
す
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
時
代
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
た
か
ず
子
は
、
戦
中
の
ヨ
イ
ト
マ
ケ
体
験

(�)
を
糧
と
し
て
、｢

私
に
は
、
行
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く
と
こ
ろ
が
あ
る
の｣

と
要
請
さ
れ
た
選
択
肢
と
は
異
な
る
第
三
の
道
を
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
は
、
第
一
章
末
尾
で
語
っ
て
い
た
既
存
の

｢
生
活
が
、
と
て
も
た
ま
ら
な
く
な
る｣

と
い
う
思
い
を
母
に
対
し
て
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
自
身
の
主
張
を
言
い
放
っ
た
か
ず
子
は
、｢

だ

ん
だ
ん
、
或
る
ひ
と
が
恋
ひ
し
く
て
、
恋
ひ
し
く
て
、
お
顔
を
見
て
、
お
声
を
聞
き
た
く
て
た
ま
ら
な
く
な｣

っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
か
ず
子

は
母
に

｢
他
の
生
き
物
に
は
絶
対
に
無
く
て
、
人
間
に
だ
け
あ
る
も
の｣

は

｢

ひ
め
ご
と｣

だ
と
語
る
。

こ
こ
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
は
、｢

恋｣

に
つ
い
て
の
言
説
よ
り
も
、
嫁
入
り
か
奉
公
か
と
い
う
既
成
の
女
性
の
生
き
方
と
は

異
な
る
第
三
の
道
の
可
能
性
が
先
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
時
点
で
は
第
三
の
道
の
行
き
先
も

｢

恋
ひ
し｣

い

｢

或
る

ひ
と｣

が
誰
な
の
か
も
語
ら
れ
て
い
な
い
。
自
身
の
思
い
を

｢

ひ
め
ご
と｣

と
認
識
し
た
に
留
ま
っ
て
い
る
。

つ
づ
く
第
三
章
は
、
直
治
が
帰
還
し
た
十
日
ほ
ど
後
に
語
ら
れ
て
い
る
。
か
ず
子
は
直
治
が
出
征
前
の
麻
薬
中
毒
に
苦
し
ん
で
い
た
頃
に
綴
っ

た

｢

夕
顔
日
誌｣

を
読
み
、
六
年
前
に
直
治
の
麻
薬
中
毒
が
引
き
起
こ
し
た
借
金
問
題
を
契
機
に
上
原
と
出
会
い
、
キ
ス
を
受
け
た
こ
と
を
思

い
出
す
。
一
九
四
六
年
の
地
点
に
お
い
て
自
我
に
目
覚
め
た
か
ず
子
は
、
そ
の
当
時
に
は
自
覚
で
き
な
か
っ
た

｢

ひ
め
ご
と｣

の
内
実
と
し
て
、

太
平
洋
戦
争
前
の
一
九
四
〇
年
に
上
原
か
ら
受
け
た
キ
ス
を
回
想
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
二
章
で
戦
中
体
験
を
糧
に
し
て
要
請
さ
れ
た
女
性
の
生
き
方
に
反
発
し
、
第
三
章
で
六
年
前
に
上
原
か
ら
受
け
た
キ
ス
を

｢

ひ
め
ご
と｣

の
内
実
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
に
導
か
れ
て
、
第
四
章
の
第
一
書
簡
の

｢

い
ま
の
生
活
か
ら
の
が
れ
出｣

て
、
妻
子
の
あ
る
上

原
の

｢

愛
人
と
し
て
暮
ら
す
つ
も
り｣

と
い
う
主
張
は
生
成
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
原
の

｢

愛
人｣

に
な
り
た
い
と
い
う
主
張
は
、
要
請

さ
れ
た
生
き
方
に
反
抗
し
て
自
ら
の

｢

恋｣

を
貫
く
道
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
女
性
の
生
き
方
に
関
す
る
主
張
は
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
か
ず
子
は
想
定
し
て
い
る
。
第
一
書
簡
の
冒
頭

は
次
の
よ
う
に
語
り
始
め
ら
れ
て
い
た
。

私
の
こ
の
相
談
は
、
こ
れ
ま
で
の

｢

女
大
学｣

の
立
場
か
ら
見
る
と
、
非
常
に
ず
る
く
て
、
け
が
ら
は
し
く
て
、
悪
質
の
犯
罪
で
さ
へ

あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、(

中
略)

私
は
た
だ
、
私
自
身
の
生
命
が
、
こ
ん
な
日
常
生
活
の
中
で
、
芭
蕉
の
葉
が
散
ら
な
い
で
腐
つ
て

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣

二
二
九



行
く
や
う
に
、
立
ち
つ
く
し
た
ま
ま
お
の
づ
か
ら
腐
つ
て
行
く
の
を
あ
り
あ
り
と
予
感
せ
ら
れ
る
の
が
、
お
そ
ろ
し
い
の
で
す
。
と
て
も
、

た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
私
は
、｢

女
大
学｣

に
そ
む
い
て
も
、
い
ま
の
生
活
か
ら
の
が
れ
出
た
い
の
で
す
。

こ
こ
で
、
か
ず
子
は
自
身
の

｢

生
命｣

が

｢

お
の
づ
か
ら
腐
つ
て
行｣

か
な
い
よ
う
に
自
身
の
意
志
を
貫
く
こ
と
は
、｢

女
大
学｣

に
そ
む
く

｢

悪
質
の
犯
罪｣
だ
と
語
っ
て
い
る
。
女
性
が
自
ら
の
意
志
に
基
づ
い
て
生
き
方
を
選
択
す
る
こ
と
を
許
容
し
な
い

｢

こ
れ
ま
で
の

『

女
大
学』

の
立
場｣

と
は
如
何
な
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

石
川
松
太
郎
は

｢
女
大
学
に
つ
い
て｣

と
題
す
る
解
説
で
、｢

女
大
学｣

は

｢

十
八
世
紀
の
初
頭
、
近
世
中
葉
に

『

貝
原
益
軒
の
著
作』

と

し
て
成
立
し｣

た

｢

女
子
教
訓
書｣

で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る

(�)

。
そ
の

｢

女
大
学｣

の
本
文
を
参
照
す
る
と
、｢

惣
じ
て
婦
人
の
道
は
、
人
に

従
ふ
に
あ
り
。(

中
略)

こ
れ
女
子
第
一
の
勤
め
な
り

(�)｣

と
、
女
は
家
の
た
め
に
尽
く
す
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
女
性
の
自

我
を
抑
圧
す
る

｢

女
大
学｣

の
制
度
が
普
及
し
て
い
た
時
期
に
つ
い
て
、
石
川
は
同
書
で
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
か
ら
ほ
ぼ
二
世
紀
も
の
あ
い
だ
、
明
治
維
新
と
い
う
深
甚
な
社
会
改
革
さ
え
と
び
こ
え
て
、
本
書
は
読
み
つ
ぎ
学
び
つ
が
れ
て
き
た
。

こ
の
こ
と
は
、
国
家
権
力
の
家
父
長
的
な
家
族
制
度
の
存
続
・
補
強
を
は
か
る
、
い
わ
ゆ
る
良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
政
策
と
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
そ
の
ゆ
え
に
、
社
会
の
近
代
化
と
矛
盾
し
て
動
揺
す
る
現
実
の
家
族
関
係
・
家
庭
生
活
と
、
深
い
か
か
わ
り

あ
い
に
あ
っ
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。『

女
大
学』
が
、
真
に

｢

歴
史
的
産
物｣

と
な
る
の
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
了
後
ま
で
、

ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(�)
。

こ
こ
で
石
川
は
、
江
戸
時
代
の
封
建
主
義
に
基
づ
い
て
成
立
し
た

｢
女
大
学｣

は
、
明
治
維
新
以
後
の

｢

国
家
権
力
の
家
父
長
的
な
家
族
制
度

の
存
続
・
補
強｣

を
背
景
に
温
存
さ
れ
、｢

社
会
の
近
代
化
と
矛
盾
し
て
動
揺
す
る
現
実
の
家
族
関
係
・
家
庭
生
活｣

と
の
間
で
摩
擦
を
起
こ

し
な
が
ら

(�)

、
戦
後
ま
で
存
続
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
家
父
長
制
に
基
づ
く

｢

女
大
学｣

が
権
力
を
保
持
し
て
い
た
戦
中
に
、｢

斜
陽
日
記｣

の
語
り
手
静
子
は
過
去
の
離
婚
を
悔
い

改
め
て

｢

女
大
学｣

を
再
受
容
し
て
い
る
。
一
九
四
四
年
の
五
年
前
、
す
な
わ
ち
一
九
三
九
年
に
父
が
夢
枕
に
立
っ
た
と
き
、
静
子
は
離
婚
を

二
三
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決
意
し
て
い
た
。
そ
の
翌
朝
の
心
境
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

｢
ひ
と
た
び
嫁
ぎ
て
か
へ
ら
ざ
る
は
定
れ
る
理
な
り
。｣

こ
の
女
大
学
の
言
葉
は
、
封
建
的
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
深
い
、
内
面
的
な
女
の

生
理
に
き
ざ
し
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
。｢

父
の
家
に
在
り
て
は
父
に
従
い
、
夫
の
家
に
ゆ
き
て
は
夫
に
従
い
、｣

御
父
上
は
、
こ
の
言
葉
を
、

静
子
が
ま
だ
、
小
い
さ
い
時
に
教
え
て
下
さ
っ
た
。
御
父
上
は
、
夫
と
別
れ
よ
う
と
し
て
い
る
娘
に
、
再
び
こ
の
言
葉
を
教
え
に
来
て
下

さ
っ
た
の
だ
。
で
も
、
も
う
、
ど
う
し
て
も
救
い
よ
う
の
な
い
、
静
子
を
見
出
し
て
、
あ
き
ら
め
て
、
お
帰
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

｢

幼
よ
り
身
を
終
る
ま
で
、
わ
が
ま
ゝ
に
事
を
行
ふ
べ
か
ら
ず
。｣

私
は
、
女
大
学
の
訓
を
、
そ
ら
ん
じ
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
静
子
は

夫
の
家
を
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｢

凡
女
子
を
愛
し
過
し
て
、
恣
に
育
て
ぬ
れ
ば
。｣

朝
の
冷
た
い
寝
間
に
一
人
、
う
つ
け
た
よ
う
に
坐
っ
て
い
た
。

こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
幼
い
頃
に
父
か
ら
教
わ
っ
た

｢

女
大
学｣

の
言
葉
と
、
そ
れ
に
そ
む
く
離
婚
へ
の
意
思
と
の
せ
め
ぎ
合
い
で
あ

る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
父
か
ら
教
わ
っ
た
女
性
の
自
我
を
抑
圧
す
る
制
度
を
、
静
子
自
身
が

｢

内
面
的
な
女
の
生
理
に
き
ざ
し
を
持
つ
言
葉｣

と
意
義
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。｢

女
大
学｣
を
倫
理
の
規
範
と
し
て
自
ら
定
め
た
静
子
は
、
そ
の
規
範
に
そ
む
く
離
婚
を
罪
と
し
て
五
年

間
抱
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
一
九
四
四
年
の
父
の
命
日
の
夜
、
五
年
ぶ
り
に
夢
の
中
で

｢

過
去
の
こ
と
は
、
悔
い
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
で
す

ね｣

と
父
に
語
り
か
け
、
家
父
長
制
を
支
配
す
る
存
在
と
し
て
の

｢

父｣

か
ら
許
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
命
日
の
翌
日
に
静
子
は

｢

女
大
学｣

を

再
読
し
、｢

い
ま
し
め
と
し
て
大
切
に
持
っ
て
い
た
い
本｣

と
し
て
再
受
容
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
中
に
静
子
が
戒
め
と
し
て
受
容
し
て
い
た

｢
女
大
学｣

に
、
一
九
四
六
年
夏
に
書
簡
を
執
筆
す
る
か
ず
子
は
服
従
し
な
い
。

振
り
返
れ
ば
、
第
三
章
で
か
ず
子
は
、
静
子
と
同
様
に
六
年
前
の
離
婚
を
回
想
し
て
い
る
。
だ
が
、
女
性
が
国
会
で
意
志
を
主
張
で
き
る
よ
う

に
な
り
、
戦
後
民
主
主
義
へ
と
向
か
う
一
九
四
六
年
夏
に
立
脚
す
る
か
ず
子
は
、
過
去
の
離
婚
を
悔
い
改
め
る
こ
と
な
く
、
さ
ら
に

｢

女
大
学｣

に
反
抗
し
て
自
身
の

｢

恋｣

を
貫
く
姿
勢
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
自
身
の

｢

恋｣
を
貫
く
主
張
は
、
第
二
書
簡
、
第
三
書
簡
へ
と
書
き
進
め

ら
れ
る
中
で
、
さ
ら
に
上
原
の
子
を
産
み
た
い
と
い
う
主
張
に
発
展
し
て
い
く
。

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣

二
三
一



五
、『

経
済
学
入
門』

の
解
釈
と
国
民
主
権

｢

斜
陽｣
の
第
五
章
で
、
か
ず
子
は
母
が
一
九
四
六
年
九
月
に
結
核
と
診
断
さ
れ
て
同
年
十
月
に
亡
く
な
る
ま
で
を
母
の
死
後
の
地
点
か
ら

回
想
し
て
い
る
。
か
ず
子
の

｢

道
徳
革
命｣

の
道
行
き
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
物
語
内
容
は
、
母
が
結
核
と
診
断
さ
れ
た
後
の
出
来
事

と
し
て
語
ら
れ
て
い
る

『
経
済
学
入
門』

の
受
容
と
、
母
が
亡
く
な
る
日
の
午
前
中
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
天
皇
に
つ
い
て
の
会
話

で
あ
る
。『

経
済
学
入
門』
の
感
想
を
語
っ
て
い
る
場
面
か
ら
検
討
す
る
。

[

表
１]

に
示
し
た
よ
う
に
、
ロ
ー
ザ
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の

『

経
済
学
入
門』

受
容
に
つ
い
て
、
静
子
は
一
九
四
五
年
九
月
の
出
来
事
と
し

て
語
り
、
か
ず
子
は
一
九
四
六
年
九
月
の
出
来
事
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
静
子
は
、
読
後
の
感
想
を

｢

経
済
学
と
し
て
読
む
と
単
純
で
、
わ
か

り
切
っ
た
こ
と
ば
か
り｣

だ
と
し
な
が
ら
も
、｢

古
い
思
想
を
、
片
端
か
ら
、
何
の
躊
躇
も
な
く
破
壊
し
て
行
く
、
が
む
し
ゃ
ら
な
勇
気｣

、
す

な
わ
ち
ロ
ー
ザ
の

｢

破
壊
思
想｣

を
説
く
姿
勢
に
驚
嘆
し
て
い
る
。
一
方
の
か
ず
子
は
、
静
子
と
同
様
に
ロ
ー
ザ
の
姿
勢
を
看
取
し
な
が
ら
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

ど
の
や
う
に
道
徳
に
反
し
て
も
、
恋
す
る
ひ
と
の
と
こ
ろ
へ
涼
し
く
さ
つ
さ
と
走
り
寄
る
人
妻
の
姿
さ
へ
思
ひ
浮
ぶ
。(

傍
線�
坂
上
、

以
下
同
様)

破
壊
思
想
。
破
壊
は
、
哀
れ
で
悲
し
く
て
、
さ
う
し
て
美
し
い
も
の
だ
。
破
壊
し
て
、
建
て
直
し
て
、
完
成
し
よ
う
と
い
ふ

夢
。
さ
う
し
て
、
い
つ
た
ん
破
壊
す
れ
ば
、
永
遠
に
完
成
の
日
が
来
な
い
か
も
知
れ
ぬ
の
に
、
そ
れ
で
も
、
し
た
ふ
恋
ゆ
ゑ
に
、
破
壊
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
革
命
を
起
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。
ロ
ー
ザ
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
、
悲
し
く
ひ
た
む
き
の
恋
を
し
て
ゐ
る
。

こ
の
傍
線
部
は
か
ず
子
の
み
が
語
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
か
ず
子
の
語
る

｢
道
徳
に
反
し
て
も
、
恋
す
る
ひ
と
の
と
こ
ろ
へ
涼
し
く
さ
つ
さ

と
走
り
寄
る
人
妻
の
姿｣

は
、
第
四
章
で

｢

女
大
学｣

に
そ
む
い
て
も
上
原
の
愛
人
に
な
り
た
い
と
語
っ
て
い
た
か
ず
子
自
身
と
重
な
る
。
つ

ま
り
、
か
ず
子
は
ロ
ー
ザ
の

｢

破
壊
思
想｣

を
説
く
姿
勢
を
自
身
の

｢

女
大
学｣

に
反
抗
し
て

｢

恋｣

を
貫
く
姿
勢
と
重
ね
合
わ
せ
て
解
釈
し

二
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て
い
る
。

そ
し
て
、
十
二
年
前
す
な
わ
ち
一
九
三
四
年
に

｢

斜
陽
日
記｣

と
同
一
の

｢

レ
ニ
ン
の
本｣

を
読
ま
な
か
っ
た
出
来
事
を
回
想
し
た
後
、
か

ず
子
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

い
ま
ま
で
世
間
の
お
と
な
た
ち
は
、
こ
の
革
命
と
恋
の
二
つ
を
、
最
も
愚
か
し
く
、
い
ま
は
し
い
も
の
と
し
て
私
た
ち
に
教
へ
、
戦
争
の

前
も
、
戦
争
中
も
、
私
た
ち
は
そ
の
と
ほ
り
に
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た
の
だ
が
、
敗
戦
後
、
私
た
ち
は
世
間
の
お
と
な
を
信
頼
し
な
く
な
つ
て
、

何
で
も
あ
の
ひ
と
た
ち
の
言
ふ
事
の
反
対
の
は
う
に
本
当
の
生
き
る
道
が
あ
る
や
う
な
気
が
し
て
来
て
、
革
命
も
恋
も
、
実
は
こ
の
世
で

最
も
よ
く
て
、
お
い
し
い
事
で
、
あ
ま
り
い
い
事
だ
か
ら
、
お
と
な
の
ひ
と
た
ち
は
意
地
わ
る
く
私
た
ち
に
青
い
葡
萄
だ
と��
つ
い
て
教

へ
て
ゐ
た
の
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
た
の
だ
。
私
は
確
信
し
た
い
。
人
間
は
恋
と
革
命
の
た
め
に
生
れ
て
来
た
の
だ
。

こ
こ
で
も
傍
線
部
は
、
終
戦
か
ら
一
年
が
経
過
し
た
地
点
に
立
脚
す
る
か
ず
子
の
み
が
語
っ
て
い
る
箇
所
を
示
し
て
い
る
。｢

恋｣

と

｢

革
命｣

は
、
共
に
戦
前
・
戦
中
に
お
い
て
は

｢

最
も
愚
か
し
く
、
い
ま
は
し
い
も
の｣

と

｢

思
ひ
込
ん
で
ゐ
た｣

が
、｢

敗
戦
後｣

に

｢

実
は
こ
の
世

で
最
も
よ
く
て
、
お
い
し
い
事｣

で
は
な
い
か
と
疑
い
だ
し
た
概
念
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
女
性
の
恋
愛
は
江
戸
時
代

か
ら
戦
後
に
至
る
ま
で
存
続
し
た
家
父
長
制
の
支
配
下
で
抑
圧
さ
れ
て
い
た
。
同
様
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
基
づ
く
革
命
も
一
九
二
五
年
に
制

定
さ
れ
一
九
四
五
年
十
月
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
た
、
国
体
の
変
革
ま
た
は
私
有
財
産
制
度
の
否
認
を
目
的
と
し
た
政
治
活
動
を
取
り

締
ま
る
治
安
維
持
法
の
も
と
で
弾
圧
さ
れ
て
い
た
。｢

恋｣

と

｢
革
命｣

の
共
通
点
は
、
戦
前
・
戦
中
に
は
弾
圧
さ
れ
て
い
た
が
戦
後
に
そ
の

支
配
制
度
が
崩
壊
し
た
点
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
四
六
年
の
四
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
自
ら
の

｢
恋｣
を
貫
く
道
を
模
索
し
、『

経
済
学
入
門』

の

｢

破
壊
思
想｣

に
基

づ
く

｢

革
命｣

と
の
共
通
点
を
見
い
だ
し
た
か
ず
子
は
、
両
者
を

｢

本
当
の
生
き
る
道｣

を
示
す
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
る

(�)

。
そ
し
て
、
静
子

が

｢

人
間
は
恋
と
革
命
の
た
め
に
生
れ
て
来
た
の
で
あ
る
の
に｣

と
語
る
の
に
対
し
て
、
か
ず
子
は

｢

人
間
は
恋
と
革
命
の
た
め
に
生
れ
て
来

た
の
だ｣

と
断
定
す
る
表
現
を
用
い
て
、
ロ
ー
ザ
の

｢

が
む
し
や
ら
な
勇
気｣

に
触
発
さ
れ
て
、
自
ら
の

｢

恋｣

を
貫
く
姿
勢
を
表
明
し
て
い

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣

二
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る
。そ

し
て
、｢

恋
と
革
命｣

の
結
び
つ
き
を
発
見
し
た
直
後
の
一
九
四
六
年
十
月
に
、
母
の
死
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
か
ず
子

と
直
治
は
、
次
の
よ
う
に
母
が
亡
く
な
っ
た
後
の
生
き
方
に
つ
い
て
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。

｢(

前
略)
姉
さ
ん
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
、
叔
父
さ
ん
に
よ
ろ
し
く
お
す
が
り
申
し
上
げ
る
さ｣

｢

私
に
は
、
…
…｣

涙
が
出
た
。

｢

私
に
は
、
行
く
と
こ
ろ
が
あ
る
の
。｣

｢

縁
談
？

き
ま
つ
て
る
の
？｣

｢

い
い
え
。｣

｢

自
活
か
？

は
た
ら
く
婦
人
。
よ
せ
、
よ
せ
。｣

｢

自
活
で
も
な
い
の
。
私
ね
、
革
命
家
に
な
る
の
。｣

こ
こ
で
、
直
治
が

｢

女
大
学｣

の
規
範
に
則
っ
て
、｢
姉
さ
ん
こ
そ
、
こ
れ
か
ら
、
叔
父
さ
ん
に
よ
ろ
し
く
お
す
が
り
申
し
上
げ
る｣

と
発
言

し
た
の
に
対
し
て
、
か
ず
子
は

｢

私
に
は
、
行
く
と
こ
ろ
が
あ
る
の｣

と
応
じ
る
。
こ
の
か
ず
子
の
科
白
は
、
第
二
章
で
叔
父
か
ら
嫁
入
り
か

奉
公
か
の
二
択
を
迫
ら
れ
た
際
に
第
三
の
道
と
し
て
提
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
直
治
も
叔
父
と
同
様
に
女
性
が
生
き
る
道
は
縁
談
を
決
め
る
か

自
活
す
る
か
の
二
択
し
か
想
定
し
て
い
な
い
。
だ
が
、
か
ず
子
は
第
二
章
で
明
言
し
な
か
っ
た

｢

行
く
と
こ
ろ｣

の
内
実
を
、
こ
こ
で
は

｢

革

命
家
に
な
る｣

と
明
言
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
ら
の

｢

恋｣

を
貫
く
姿
勢
を
上
原
宛
書
簡
に
書
き
綴
り
、『
経
済
学
入
門』

を
読
ん
で

｢

恋｣

と

｢

革
命｣

の
共
通
点
を

見
い
だ
し
た
一
九
四
六
年
十
月
地
点
の
か
ず
子
は
、
第
二
章
を
語
る
一
九
四
六
年
初
夏
の
地
点
で
は
思
い
つ
き
も
し
な
か
っ
た

｢

革
命
家
に
な

る｣

道
を
直
治
に
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
母
の
死
の
直
前
に

｢

革
命
家｣

宣
言
を
し
た
か
ず
子
の
中
で
は
、
既
に
第
六
章
以
降
で
自
ら
の

二
三
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｢
恋
の
成
就｣

に
向
け
て
ひ
た
走
る
準
備
は
整
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、｢

革
命
家｣

と
し
て
主
体
的
に
生
き
る
こ
と
を
明
言
し
た
か
ず
子
に
と
っ
て
、
日
本
国
憲
法
が
国
会
で
成
立
し
た
一
九
四
六
年

十
月
の
同
日
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
天
皇
の
写
真
を
母
に
見
せ
た
場
面
と
母
の
死
は
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

母
に
天
皇
の
写
真
を
見
せ
る
場
面
は

｢

斜
陽
日
記｣

で
も
一
九
四
五
年
十
二
月
六
日
の
出
来
事
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
母

と
娘
の
会
話
は
織
り
込
ま
れ
て
い
な
い
。
か
ず
子
の
み
が
提
示
し
て
い
る
写
真
に
つ
い
て
の
母
娘
の
会
話
を
次
に
引
用
す
る
。

｢

お
老
け
に
な
つ
た
。｣

｢

い
い
え
、
こ
れ
は
写
真
が
わ
る
い
の
よ
。
こ
な
い
だ
の
お
写
真
な
ん
か
、
と
て
も
お
若
く
て
、
は
し
や
い
で
い
ら
し
た
わ
。
か
へ
つ
て

こ
ん
な
時
代
を
、
お
喜
び
に
な
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
ん
で
せ
う
。｣

｢

な
ぜ
？｣

｢

だ
つ
て
、
陛
下
も
こ
ん
ど
解
放
さ
れ
た
ん
で
す
も
の
。｣

こ
の
会
話
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
新
憲
法
が
成
立
し
た
こ
と
で
表
面
化
し
た
母
娘
の
決
定
的
な
相
違
で
あ
る
。
ま
ず
、
旧
憲
法
下
で
高
貴
な

立
場
を
享
受
し
て
い
た

｢

最
後
の
貴
婦
人｣

と
し
て
の
母
は
、
主
権
を
喪
失
し
た
天
皇
に
老
い
を
見
い
だ
し
、
そ
の
姿
に
自
身
の
身
体
を
重
ね

合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
写
真
を
見
た
同
日
に
亡
く
な
る
。
一
方
で
、
旧
来
の

｢

女
大
学｣

に
反
抗
し
て
主
体
的
に
自
ら
の
意
志
を
貫
く
姿
勢
を

明
言
し
て
い
る
か
ず
子
は
、
主
権
が
天
皇
か
ら
国
民
へ
委
譲
さ
れ
た
こ
と
を

｢

解
放｣

と
と
ら
え
る
。｢

陛
下
も｣

と
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
天
皇
の
み
で
は
な
く
家
父
長
制
の
下
で
抑
圧
さ
れ
て
き
た
女
性
も

｢

解
放
さ
れ
た｣

と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
母
が
死
ぬ
数
日
前
に
母
娘
は
再
び
蛇
を
目
撃
し
て
い
る
。
振
り
返
れ
ば
、
第
一
章
で
か
ず
子
は
母
殺
し
の
予
感
を
語
っ
て
い
た
。

か
ず
子
が
主
体
的
に
生
き
る
こ
と
を
許
容
す
る
新
憲
法
の
成
立
が
、
間
接
的
に
母
の
死
の
要
因
に
な
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
図
ら
ず
も
か
ず
子

の
死
の
予
感
は
的
中
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
方
で
、
第
一
章
に
お
い
て
、｢
蛇｣
は
か
ず
子
の
既
存
の
生
活
に
反
抗
す
る
強
い
自
我
を
表

象
し
て
も
い
た
。
再
び
蛇
を
目
撃
し
た
か
ず
子
は
母
殺
し
を
果
た
し
、
自
ら
の
意
思
を
確
認
し
て

｢

道
徳
革
命｣

へ
と
向
か
っ
て
い
く
。

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣

二
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六
、｢

道
徳
革
命｣

の
継
続

本
論
で
は
、｢
斜
陽｣

と

｢

斜
陽
日
記｣

の
双
方
で
語
ら
れ
て
い
る
物
語
内
容
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
時
代
状
況
の
相
違
を
比
較
し
な
が
ら
、

｢

斜
陽｣

の
語
り
手
か
ず
子
が

｢

道
徳
革
命｣

の
主
張
を
形
成
し
て
い
く
道
程
を
た
ど
っ
た
。

｢

斜
陽
日
記｣

の
語
り
手
静
子
は
、
一
九
四
四
年
十
一
月
に
生
じ
た
蛇
の
卵
を
焼
い
た
事
件
を
母
の
死
を
予
感
さ
せ
た
出
来
事
と
し
て
回
想

し
て
い
た
。
対
し
て
、
初
め
て
女
性
参
政
権
が
行
使
さ
れ
た
一
九
四
六
年
四
月
に
蛇
事
件
を
語
る
か
ず
子
は
強
い
自
我
を
自
覚
し
、｢

恋
、｣

と

語
り
始
め
よ
う
と
す
る
。

自
我
に
目
覚
め
た
か
ず
子
が
上
原
の

｢
愛
人｣

に
な
り
た
い
と
自
己
の
主
張
を
言
語
化
す
る
の
は
、
一
九
四
六
年
夏
に
投
函
さ
れ
た
上
原
宛

書
簡
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
主
張
は
一
九
四
六
年
四
月
か
ら
夏
ま
で
の
間
に
、
要
請
さ
れ
た
女
性
の
生
き
方
と
は
異
な
る
第
三
の
道
を
模
索

し
、
六
年
前
に
受
け
た
上
原
か
ら
の
キ
ス
を

｢
ひ
め
ご
と｣

と
認
識
し
た
か
ず
子
が
生
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
妻
子
を
も
つ
男

性
の

｢

愛
人｣

に
な
り
た
い
と
い
う
主
張
は
、
女
性
が
自
我
を
貫
く
生
き
方
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
家
父
長
制
支
配
下
の
戦
中
に
あ
た
る

一
九
四
四
年
五
月
に
、
過
去
の
罪
を
悔
い
改
め
て

｢

女
大
学｣

を
再
受
容
し
た
静
子
と
は
異
な
り
、
支
配
制
度
が
崩
壊
し
た
戦
後
の
地
点
に
立

脚
す
る
か
ず
子
は

｢

女
大
学｣

に
そ
む
く
主
張
を
語
り
得
た
。

そ
れ
か
ら
、
静
子
が
一
九
四
五
年
九
月
に
受
容
し
た

『

経
済
学
入
門』

を
、
か
ず
子
は
一
九
四
六
年
九
月
に
受
容
す
る
。
戦
後
の
地
点
に
立

脚
す
る
か
ず
子
は
、
ロ
ー
ザ
の

｢

破
壊
思
想｣

を
説
く
姿
勢
に
自
ら
の

｢
恋｣

を
貫
く
姿
勢
を
重
ね
合
わ
せ
、
戦
前
・
戦
中
に
は
弾
圧
さ
れ
て

い
た

｢

恋｣

と

｢

革
命｣

を

｢

本
当
の
生
き
る
道｣

を
示
す
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
る
。
そ
し
て
、
母
が
亡
く
な
る
直
前
に
、
か
ず
子
は
自
身

の
生
き
る
道
と
し
て

｢

革
命
家
に
な
る｣

こ
と
を
直
治
に
宣
言
し
た
。

こ
こ
ま
で
た
ど
っ
て
き
た
か
ず
子
の
変
化
は
、
新
憲
法
が
成
立
し
た
一
九
四
六
年
十
月
に
母
と
の
決
定
的
な
相
違
を
生
む
。｢

最
後
の
貴
婦

二
三
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人｣

と
し
て
の
母
は
天
皇
が
主
権
を
喪
失
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
亡
く
な
り
、
か
ず
子
は
家
父
長
制
か
ら
解
放
さ
れ
た
新
た
な
時
代
に

｢

恋
の
成

就｣
を
果
た
す
た
め
に
生
き
残
る
。
こ
の
よ
う
に
、｢

道
徳
革
命｣

は
母
の
死
後
に
唐
突
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
女
性
参
政
権
が
行

使
さ
れ
新
憲
法
が
作
成
さ
れ
る
た
だ
中
の
一
九
四
六
年
四
月
か
ら
同
年
十
月
ま
で
の
期
間
の
中
で
、
蛇
事
件
を
語
る
こ
と
で
自
我
に
目
覚
め
た

か
ず
子
が
自
身
の

｢

恋｣

を
貫
く
生
き
方
を
模
索
す
る
中
で
発
展
さ
せ
た
主
張
な
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
第
六
章
で

｢

恋
の
成
就｣

を
果
た
し

｢

私
生
児｣

を
身
ご
も
っ
た
か
ず
子
は
、
一
九
四
七
年
二
月
七
日
付
上
原
宛
書
簡
で
、｢

古

い
道
徳
を
わ
づ
か
な
が
ら
押
し
の
け
得
た｣

と
自
身
の

｢

道
徳
革
命｣

を
評
価
し
て
い
る
。
だ
が
、｢

私
た
ち
の
身
の
ま
は
り
に
於
い
て
は
、

古
い
道
徳
は
や
つ
ぱ
り
そ
の
ま
ま
、
み
ぢ
ん
も
変
ら
ず
、
私
た
ち
の
行
く
手
を
さ
へ
ぎ
つ
て
ゐ｣

る
と
も
語
っ
て
い
る
。｢

法
の
下
の
平
等｣

と
し
て
男
女
平
等
を
唄
う
新
憲
法
が
公
布
さ
れ
た
と
は
い
え
、
人
々
が
脈
々
と
す
り
込
ま
れ
て
き
た

｢

女
大
学｣

に
象
徴
さ
れ
る

｢

古
い
道
徳｣

か
ら
即
座
に
脱
却
す
る
こ
と
は
難
し
い
。｢

こ
ん
ど
は
、
生
れ
る
子
と
共
に
、
第
二
回
戦
、
第
三
回
戦
を
た
た
か
ふ
つ
も
り｣

と
か
ず
子
が
語

る
よ
う
に
、
女
性
が
主
体
的
に
生
き
る
た
め
の

｢

道
徳
革
命｣

は
、
戦
後
七
十
五
年
を
迎
え
る
今
日
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

附
記

｢

斜
陽｣

の
本
文
は
、『

太
宰
治
全
集』

第
十
巻

(

筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
一
月)

に
拠
っ
た
。｢

斜
陽
日
記｣

の
本
文
は
、
太
田
静
子

『

斜
陽
日
記』

(

朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
一
二
年
六
月)

に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
な
お
、
本
研
究
は
大
妻
女
子
大
学
人
間
生
活
文
化
研
究
所

二
〇
一
九
年
度

｢

大
学
院
生
研
究
助
成

(

Ａ)｣

Ｄ
Ａ
１
９
０
２
の
成
果
で
あ
る
。

注

(

１)
『

斜
陽
日
記』

出
版
の
経
緯
に
関
し
て
は
、
山
内
祥
史

｢

解
題｣

(『

太
宰
治
全
集』
第
九
巻

筑
摩
書
房
、
一
九
九
〇
年
十
月)

な
ら
び
に
相
馬
正

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣

二
三
七



一

｢

資
料

『

斜
陽
日
記』

の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

―
創
作

『

相
模
曽
我
日
記』

の
活
字
化｣

(
『

国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究』

一
九
九
九
年
六
月)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
２)
饗
庭
孝
男

『

太
宰
治
論』

講
談
社
、
一
九
七
六
年
十
二
月

(

３)
梶
木
剛
他

｢《

共
同
討
議》

『

斜
陽』

を
め
ぐ
っ
て｣

(『

国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究』

一
九
七
九
年
七
月)

(

４)

野
原
一
夫

｢『

斜
陽』

と

『

斜
陽
日
記』｣

(『

新
潮』

一
九
九
八
年
七
月)

(

５)

戦
後
民
主
主
義
へ
と
向
か
う
時
代
状
況
の
中
で
、
か
ず
子
の
主
体
的
な

｢

革
命｣

を
意
義
づ
け
よ
う
と
し
た
論
と
し
て
は
、
山
崎
正
純
の

｢『

斜
陽』

―
敗
戦
後
思
想
と

〈
革
命〉

の
エ
ス
キ
ス｣

(『

国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究』

二
〇
〇
二
年
十
二
月)

と
松
本
和
也
の

｢

明
滅
す
る

〈

自
由〉

―
太

宰
治

『

斜
陽』

を
解
読
す
る｣

(『

太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ』

二
〇
〇
六
年
六
月)

が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

６)

高
田
知
波

｢『

斜
陽』
論

―
ふ
た
つ
の

『

斜
陽』

・
変
貌
す
る
語
り
手｣

(『

国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究』

一
九
九
一
年
四
月)

(

７)

金
ヨ
ン
ロ
ン

『

小
説
と

〈
歴
史
的
時
間〉』

(

世
織
書
房
、
二
〇
一
八
年
二
月)

(

８)

青
木
京
子

｢『

斜
陽』

と

〈

道
徳
革
命〉

―

『

教
育
勅
語』

・『

家
族
制
度
を
め
ぐ
っ
て』

―｣
(『

太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ』

二
〇
〇
六
年
六
月)

(

９)

小
森
陽
一

｢

解
説｣

(

太
田
静
子

『
斜
陽
日
記』

小
学
館
文
庫
、
一
九
九
八
年
六
月)

(

10)
(

６)

に
同
じ

(

11)

榊
原
理
智

｢

語
る
行
為
の
小
説

―

『

斜
陽』
の
消
滅
す
る

〈

語
り
手〉

―｣
(『

日
本
文
学』

一
九
九
七
年
三
月)

(

12)
[

表
１]

に
示
し
た
よ
う
に
、
火
事
事
件
も
、
ほ
ぼ
同
一
の
物
語
言
説
を
静
子
は
空
襲
が
頻
発
す
る
一
九
四
五
年
八
月
一
日
の
出
来
事
と
し
て
回
想

し
、
か
ず
子
は
未
帰
還
の
直
治
を
案
ず
る
戦
中
か
ら
連
続
す
る
意
識
を
も
つ
一
九
四
六
年
四
月
の
出
来
事
と
し
て
語
っ
て
い
る
。

(

13)

上
條
末
夫

｢

衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
け
る
女
性
候
補
者｣

(『
駒
沢
大
学
法
学
部
研
究
紀
要』

一
九
九
〇
年
三
月)

を
参
照
。

(

14)

永
吉
寿
子

｢『

斜
陽』

に
お
け
る

〈

破
壊〉

と

〈

犠
牲〉

―
太
宰
治
の
倫
理
性
―｣

(『

太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ』

二
〇
〇
六
年
六
月)

(

15)
[

表
１]

に
示
し
た
よ
う
に
、
第
二
章
の
一
九
四
六
年
初
夏
の
地
点
か
ら
か
ず
子
が
戦
中
末
期
の
出
来
事
と
し
て
回
想
し
て
い
る
ヨ
イ
ト
マ
ケ
体
験

は
、
静
子
も
一
九
四
五
年
七
月
の
出
来
事
と
し
て
回
想
し
て
い
る
。
こ
の
ヨ
イ
ト
マ
ケ
体
験
は
、
唯
一
両
者
が
同
一
の
時
間
に
起
き
た
出
来
事
と
し
て

回
想
し
て
い
る
。

(

16)

石
川
松
太
郎

｢

女
大
学
に
つ
い
て｣

(

荒
木
見
悟
・
井
上
忠
校
注

『

日
本
思
想
大
系
３
４

貝
原
益
軒
・
室
鳩
巣』

岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
十
一

二
三
八



月)

(
17)

貝
原
益
軒

｢

女
大
学｣

(

荒
木
見
悟
・
井
上
忠
校
注

『

日
本
思
想
大
系
３
４

貝
原
益
軒
・
室
鳩
巣』

岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年
十
一
月)

(
18)

(

16)

に
同
じ

(

19)
｢

女
大
学｣

の
教
え
は
、
明
治
初
頭
を
中
心
に
賛
否
両
論
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
時
代
状
況
を
鑑
み
た
改
変
が
施
さ
れ
、
種
々
の

｢

女
大
学｣

が
出

版
さ
れ
る
こ
と
で
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
詳
し
く
は
、
菅
野
則
子

｢

近
世
〜
近
代
に
お
け
る

『

女
大
学』

の
読
み
替
え｣

(

竹
村
和
子
・
義
江

明
子
編

『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
叢
書
第
三
巻

思
想
と
文
化』

明
石
書
店
、
二
〇
一
〇
年
七
月)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

20)

た
だ
し
、
静
子
も
か
ず
子
も
感
銘
を
受
け
て
い
る
の
は
、｢

革
命｣

の
内
実
と
し
て
の

｢

経
済
学｣

で
は
な
く
、｢

革
命｣

の
本
質
と
し
て
の

｢

破
壊

思
想｣

と
そ
れ
を
説
く
ロ
ー
ザ
の
姿
勢
で
あ
っ
た
こ
と
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

戦
後
に
語
ら
れ
た

｢

道
徳
革
命｣

二
三
九



二
四
〇

[表１] ｢斜陽｣ と ｢斜陽日記｣ に共通する物語内容における時間の比較

物語内容
｢斜陽日記｣

物語内容の時間
｢斜陽日記｣
語る地点

｢斜陽｣
物語内容の時間

｢斜陽｣
語る地点

蛇事件 1944年11月

母の死後
しばらく経って

から

1946年４月 1946年４月

山荘へ引っ越し 1943年12月 1945年12月 1946年４月

火事事件 1945年８月１日 1946年４月 1946年初夏

ヨイトマケ体験 1945年７月 戦中末期 1946年初夏

｢女大学｣ 1944年５月２日 1946年夏 1946年夏

『経済学入門』 1945年９月 1946年９月
母の死後
(1946年のうち)

天皇
1945年８月と
同年12月６日

1946年10月
母の死後
(1946年のうち)

母の死 1945年12月６日 1946年10月
母の死後
(1946年のうち)


