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あ
と
が
き　

例
え
ば
、
日
本
で
は
こ
の
四
十
年
ぐ
ら
い
、
デ
モ
に
行
く
の
は
特
殊
な
人
た
ち
だ
と
思
わ
れ
て
き
た
。
国
会

議
員
選
挙
で
ど
の
党
の
誰
に
投
票
し
た
い
か
、
友
だ
ち
と
話
す
こ
と
な
ど
、
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と

を
し
た
ら
、
特
殊
な
人
、
暗
い
奴
と
見
な
さ
れ
、
友
だ
ち
を
な
く
し
か
ね
な
い
か
ら
。

そ
の
よ
う
な
傾
向
は
社
会
全
体
に
行
き
渡
っ
て
い
た
た
め
、
日
常
生
活
の
中
か
ら
政
治
は
周
到
に
排
除
さ
れ

て
き
た
。
普
通
に
触
れ
て
よ
い
政
治
と
は
、
せ
い
ぜ
い
、
経
済
政
策
ぐ
ら
い
。
日
本
社
会
の
政
治
意
識
が
低
く
、

自
分
も
普
通
に
参
加
す
る
身
近
な
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
少
な
い
の
は
、
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

文
学
の
領
域
（
い
わ
ゆ
る
純
文
学
）
も
同
じ
で
あ
る
。
学
生
運
動
が
し
ぼ
ん
で
以
降
、
政
治
が
小
説
の
テ
ー

マ
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
と
て
も
少
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
文
学
業
界
（
文
壇
が
消
滅
し
て
か
ら

も
「
業
界
」
は
機
能
し
て
い
る
）
で
は
、
政
治
的
社
会
的
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
作
品
に
対
し
、
過
剰
と
も
い
え
る
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嫌
悪
を
示
し
た
。
小
説
は
言
語
表
現
そ
れ
自
体
が
持
つ
政
治
性
や
権
力
性
に
こ
そ
敏
感
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、

テ
ー
マ
と
し
て
ベ
タ
に
政
治
を
扱
う
の
は
、
政
治
の
土
俵
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
を
理
解
し
な
い
、
意
識
の
低

い
作
品
だ
と
見
な
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
、
現
実
の
政
治
の
権
力
性
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
ま
る
で
ゲ
ー
ム
を
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
、
危
険
の
な
い
ご
く
狭
い
範
囲
の
権
力
性
の
分
析
に
没
頭
し
て
い
た
。
そ
の
間
、
真
正
面
か

ら
政
治
的
社
会
的
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
小
説
の
ほ
う
だ
っ
た
。
私
は
そ
れ
ら

の
小
説
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
て
い
た
。

ま
た
、
書
き
手
た
ち
に
は
、
政
治
を
描
く
と
そ
の
と
き
の
時
代
性
に
縛
ら
れ
て
作
品
が
古
び
て
し
ま
う
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
不
安
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
私
は
ま
っ
た
く
逆
だ
と
思
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
書
き
手
に

と
っ
て
の
今
と
い
う
時
代
性
に
腰
を
据
え
て
向
き
合
わ
ね
ば
、
作
品
は
古
び
て
し
ま
う
。
地
方
を
描
く
の
に
そ

の
土
地
の
方
言
を
使
っ
た
ら
普
遍
的
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
、「
標
準
語
」
に

直
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
れ
も
、
そ
の
土
地
の
言
葉
を
徹
底
し
て
書
く
こ
と
こ
そ
が
、
作
品
を
豊
か

に
、
開
か
れ
た
も
の
に
す
る
。

こ
の
傾
向
が
変
わ
っ
て
き
た
の
は
、
東
日
本
大
震
災
以
降
で
あ
る
。
特
に
、
二
〇
一
二
年
の
安
倍
政
権
の
誕

生
あ
た
り
か
ら
、
寓
話
的
風
刺
的
な
政
治
小
説
が
急
増
し
た
。
反
原
発
デ
モ
が
盛
り
上
が
り
、
さ
ら
に
は
安
保

法
案
反
対
を
掲
げ
たSEA

LD
s

ら
若
者
の
デ
モ
が
拡
大
し
て
い
く
後
を
追
う
よ
う
に
し
て
。
意
地
の
悪
い
見

方
を
す
れ
ば
、
政
治
を
語
る
こ
と
は
普
通
の
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
風
潮
が
社
会
に
広
が
っ
て
か
ら
、
よ
う
や

く
文
学
も
政
治
に
手
を
出
し
始
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
風
刺
に
意
味
が
な
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
す
で
に

見
え
て
い
る
こ
と
、
既
知
と
な
っ
て
言
語
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
書
く
の
は
、
文
学
と
し
て
少
し
後
手
に
回
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
な
く
も
な
い
。
文
学
が
政
治
を
嫌
う
理
由
の
一
つ
で
あ
っ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
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小
説
に
堕
す
る
危
険
も
あ
る
。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
小
説
を
始
め
と
し
て
、
外
国
文
学
を
よ
り
親
し
く
読
ん
で
き
た
私
に
と
っ
て
は
、
小
説

が
政
治
を
扱
う
の
は
ご
く
普
通
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
、
人
々
が
政
治
に
敏
感
で
あ
り
、
日
常
的
に
自

分
た
ち
の
問
題
と
し
て
会
話
に
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
と
は
、
密
接
に
連
動
し
て
い
る
な
と
い
う
の
が
、
メ
キ
シ
コ

に
住
ん
だ
と
き
の
実
感
だ
っ
た
。

だ
か
ら
私
は
デ
ビ
ュ
ー
の
と
き
か
ら
政
治
的
、
社
会
的
な
テ
ー
マ
を
小
説
に
書
い
た
。
そ
れ
が
自
分
に
と
っ

て
の
標
準
だ
っ
た
か
ら
。
そ
の
結
果
、
私
の
作
品
は
、
抽
象
的
な
主
題
や
書
き
方
、
方
法
と
し
て
の
文
学
と
い

う
観
点
か
ら
は
批
評
し
て
も
ら
え
て
も
、
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
深
く
掘
り
下
げ
て
読
解
さ
れ
る
こ
と
が
少
な

か
っ
た
。

な
ぜ
日
本
で
は
、
文
学
に
お
い
て
政
治
は
空
白
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
私
は
そ
の
理
由
を
追
究
す
る
こ
と

も
含
め
て
よ
り
意
識
的
に
政
治
を
書
く
こ
と
に
し
、
二
〇
〇
二
年
ご
ろ
か
ら
自
分
の
作
品
を
「
新
し
い
政
治
小

説
」
と
呼
び
始
め
た
。
特
に
こ
の
選
集
の
第
Ⅰ
巻
と
第
Ⅱ
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ス
タ
」「
ロ

ン
リ
ー
・
ハ
ー
ツ
・
キ
ラ
ー
」「
在
日
ヲ
ロ
シ
ヤ
人
の
悲
劇
」
は
、
自
分
の
中
で
「
新
し
い
政
治
小
説
三
部
作
」

と
位
置
づ
け
て
い
る
。

「
新
し
い
政
治
小
説
」
で
意
識
し
た
の
は
、
存
在
し
て
い
る
の
に
あ
ま
り
可
視
化
さ
れ
て
い
な
い
力
関
係
を
、

グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に
肥
大
さ
せ
て
描
く
こ
と
で
、
目
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
あ
り

え
な
い
設
定
だ
け
ど
感
触
は
妙
に
リ
ア
ル
、
と
い
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
読
者
に
悪
夢
を
体
験
を
し
て
も

ら
う
こ
と
で
、
現
実
の
見
え
方
が
変
わ
っ
て
く
れ
れ
ば
と
、
思
っ
た
の
で
あ
る
。

今
回
読
み
直
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
十
一
年
前
の
作
品
で
あ
る
「
在
日
ヲ
ロ
シ
ヤ
人
の
悲
劇
」（
初
出
『
群
像
』
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二
〇
〇
五
年
一
月
号
）
の
世
界
が
ま
さ
に
現
在
の
社
会
そ
の
も
の
で
、
慄
然
と
し
た
。
安
倍
政
権
に
な
っ
て
か

ら
こ
の
社
会
は
異
様
に
な
っ
た
と
私
は
感
じ
て
い
た
が
、
じ
つ
は
十
一
年
前
（
執
筆
時
か
ら
数
え
る
と
十
二
年

前
）
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
十
一
年
前
に
は
は
っ
き
り
と
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
、
今
は
誰

の
目
に
も
明
ら
か
に
姿
を
現
し
て
い
る
、
と
い
う
だ
け
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。

「
新
し
い
政
治
小
説
」
の
集
大
成
で
あ
る
こ
の
作
品
は
、
冒
頭
の
章
で
わ
か
る
と
お
り
、
九
・
一
一
以
後
の
世

界
を
描
い
て
い
る
。
直
接
の
執
筆
の
動
機
は
、
二
〇
〇
四
年
に
起
き
た
イ
ラ
ク
人
質
事
件
で
の
、
日
本
社
会
の

人
質
バ
ッ
シ
ン
グ
に
衝
撃
を
受
け
た
こ
と
だ
っ
た
。
あ
の
と
き
の
バ
ッ
シ
ン
グ
は
、
今
や
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
と

い
う
暴
力
に
ま
で
成
長
し
て
、
私
た
ち
の
心
を
奴
隷
に
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
も
う
一
つ
の
テ
ー
マ
は
、
昨
今
、
拡
大
す
る
ば
か
り
の
知
識
人
憎
悪
の
源
流
を
探
る
こ
と
だ
っ

た
。
主
人
公
の
憲
三
と
い
う
一
九
五
〇
年
代
生
ま
れ
の
男
は
、
欺
瞞
に
満
ち
た
リ
ベ
ラ
ル
で
、
娘
を
溺
愛
し
て

い
る
こ
と
に
無
自
覚
だ
。
そ
の
反
動
で
息
子
は
右
翼
化
す
る
が
、
既
存
の
右
翼
に
も
同
調
で
き
ず
、
孤
独
に
独

自
の
奇
怪
な
右
翼
活
動
を
し
て
い
る
。
今
な
ら
、
ネ
ト
ウ
ヨ
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
作
品
を
書
き
な
が
ら
、
政
治
の
姿
と
い
う
の
は
家
族
と
い
う
場
に
正
確
に
反
映
さ
れ
る
と
感
じ
た
。
政

治
が
い
か
に
私
た
ち
の
日
常
の
常
識
や
感
性
を
支
配
し
て
い
る
の
か
、
家
族
を
通
し
て
見
る
と
と
て
も
よ
く
わ

か
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
政
治
は
私
た
ち
の
日
常
に
深
く
侵
入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
新
し
い
政
治
小
説
」
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ス
タ
」（
初
出
『
文
藝
』
二
〇
〇
二
年
冬
号
）

は
、
二
〇
〇
二
年
の
半
ば
に
書
か
れ
た
。
小
泉
純
一
郎
首
相
ブ
ー
ム
の
最
盛
期
で
、
首
相
公
選
制
が
真
剣
に
取

り
ざ
た
さ
れ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る
。
書
い
て
い
る
最
中
に
、
サ
ッ
カ
ー
の
日
韓
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
開
か
れ
、

若
者
が
渋
谷
の
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
に
繰
り
出
し
、
誰
彼
か
ま
わ
ず
ハ
イ
タ
ッ
チ
を
交
わ
す
と
い
う
熱
狂
が
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起
こ
っ
た
。
そ
の
後
、
渋
谷
ス
ク
ラ
ン
ブ
ル
交
差
点
で
の
ハ
イ
タ
ッ
チ
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
日
本
代
表
が
活
躍
し

た
時
や
ハ
ロ
ウ
ィ
ン
な
ど
の
熱
狂
表
現
と
し
て
、
定
着
し
て
い
る
。
あ
の
熱
狂
が
政
治
に
取
り
込
ま
れ
て
首
相

公
選
制
に
反
映
さ
れ
て
い
た
ら
、
ど
ん
な
危
う
い
社
会
に
な
る
の
か
、
と
い
う
の
が
モ
チ
ー
フ
だ
が
、
書
き
た

か
っ
た
の
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
熱
狂
を
批
判
し
て
い
る
者
で
さ
え
も
、
あ
の
高
揚
の
一
員
に
加
わ
る
こ
と

の
誘
惑
に
は
勝
て
な
く
な
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
点
だ
。
お
そ
ら
く
そ
れ
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
時
の
、
帝
国

軍
の
快
進
撃
に
、
理
性
的
な
者
た
ち
ま
で
も
が
快
哉
を
叫
ん
だ
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
ろ
う
か
ら
。

こ
の
作
品
で
登
場
す
る
、
長
田
と
い
う
カ
リ
ス
マ
性
の
あ
る
元
サ
ッ
カ
ー
選
手
の
政
治
家
の
名
は
、
中
田
英

寿
か
ら
と
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
あ
の
当
時
、
人
気
を
集
め
て
い
た
中
田
宏
・
前
横
浜
市
長
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
。

小
泉
首
相
や
石
原
慎
太
郎
都
知
事
が
、
右
傾
化
を
先
導
す
る
政
治
家
と
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
人
た
ち
を
警
戒
さ

せ
て
い
た
が
、
私
は
そ
の
次
に
現
れ
る
、
若
く
て
よ
り
ス
ピ
ー
チ
の
魅
力
的
な
政
治
家
こ
そ
が
、
全
体
主
義
的

熱
狂
を
巻
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。
今
だ
っ
た
ら
橋
下
徹
・
前
大
阪
市
長
を
想
起
す
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
私
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
危
険
な
政
治
家
は
、
も
っ
と
筋
が
通
っ
て
い
て
、
リ
ベ
ラ
ル
な
人
間

を
も
納
得
さ
せ
て
し
ま
う
全
体
主
義
者
だ
。

「
ヲ
ロ
シ
ヤ
人
」「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ス
タ
」
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
は
、
廃
墟
と
化
し
た
「
父
」
と
、
そ
の
廃
墟
か

ら
育
つ
息
子
、
娘
と
の
関
係
だ
。
と
も
に
、
登
場
す
る
父
親
は
、
政
治
の
季
節
が
終
わ
っ
た
後
に
青
年
期
を

送
っ
た
一
九
五
〇
年
代
生
ま
れ
。
い
わ
ゆ
る
シ
ラ
ケ
世
代
で
あ
る
。「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ス
タ
」
で
は
、
シ
ニ
カ
ル

の
権
化
と
な
っ
て
息
子
に
呪
い
を
か
け
る
。
も
は
や
父
に
特
権
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
形
式
だ
け
は
残
り
、
自

分
も
家
族
も
そ
の
亡
霊
に
縛
ら
れ
る
。「
ヲ
ロ
シ
ヤ
人
」
の
父
・
憲
三
は
先
述
し
た
と
お
り
、
淡
い
リ
ベ
ラ
ル

で
い
る
こ
と
で
父
の
特
権
を
手
放
し
た
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
そ
の
リ
ベ
ラ
ル
さ
を
自
ら
に
保
証
し
て
い
る
の
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が
、
娘
と
の
「
対
等
な
」
関
係
だ
。
当
人
は
「
対
等
」
だ
と
思
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
権
力
関
係
か
ら
解
放
さ

れ
た
つ
も
り
で
い
る
が
、
娘
か
ら
見
れ
ば
ま
っ
た
く
違
う
。

お
そ
ら
く
、
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
の
政
治
と
は
、
こ
の
父
の
よ
う
な
状
態
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て

い
ま
だ
に
変
わ
っ
て
い
な
い
。
こ
の
父
と
い
う
廃
墟
化
し
た
権
力
の
幻
想
を
自
分
た
ち
で
壊
さ
な
い
限
り
、
日

本
社
会
の
お
ぞ
ま
し
い
ス
パ
イ
ラ
ル
は
深
ま
り
続
け
る
。

収
録
し
た
短
篇
も
、
父
と
い
う
政
治
に
関
連
し
て
い
る
。

「
て
て
な
し
子
ク
ラ
ブ
」（
初
出
『
文
藝
』
二
〇
〇
六
年
春
号
）
は
、
か
つ
て
の
友
だ
ち
と
の
遊
び
を
モ
チ
ー

フ
に
し
て
い
る
。
父
親
を
亡
く
し
た
者
同
士
で
、
挨
拶
の
よ
う
に
「
お
や
じ
さ
ん
、
元
気
？
」「
呑
ん
だ
く
れ

て
、
ま
だ
帰
っ
て
き
て
な
い
よ
」「
ど
こ
か
で
死
ん
で
る
ん
じ
ゃ
な
い
？
」「
お
ま
え
の
お
や
じ
さ
ん
と
一
緒

だ
っ
た
と
思
う
な
」
な
ど
と
言
い
合
う
。
親
を
亡
く
し
て
い
な
い
者
た
ち
は
、
反
応
に
困
っ
て
つ
い
て
い
け
な

い
、
と
い
う
ひ
ね
く
れ
た
自
己
満
足
の
遊
び
だ
。
父
な
き
高
校
生
た
ち
の
「
父
離
れ
」
を
書
い
て
み
た
。

「
わ
れ
ら
猫
の
子
」（
初
出
『
新
潮
』
二
〇
〇
一
年
一
月
号
）
は
、
自
分
で
は
最
も
完
成
度
の
高
い
短
篇
だ
と

思
っ
て
い
る
。
子
ど
も
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
、
そ
の
選
択
に
も
が
く
三
十
代
の
カ
ッ
プ
ル
が
、
産
ま
な
い
と

い
う
方
向
に
踏
み
出
す
瞬
間
を
捉
え
た
も
の
。
生
殖
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
で
も
い
う
存
在
を
肯
定
し
た
か
っ
た
。

二
〇
〇
〇
年
の
終
わ
り
ご
ろ
の
執
筆
で
、
直
接
の
動
機
は
、
主
人
公
た
ち
の
名
前
「
マ
サ
コ
」「
ナ
ル
ち
ゃ
ん
」

か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
皇
太
子
夫
妻
の
「
お
世
継
ぎ
」
問
題
が
世
を
騒
が
せ
て
い
た
こ
と
。
あ
の
当
時
、
子

ど
も
が
で
き
な
い
こ
と
に
皇
太
子
夫
妻
、
特
に
雅
子
妃
に
批
判
が
集
中
し
、
私
は
と
て
も
嫌
な
気
分
に
な
っ
た
。

結
局
こ
う
し
て
家
父
長
制
は
文
化
風
土
と
し
て
存
続
し
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
性
差
別
は
残
り
続
け
る
の
だ
、

と
感
じ
た
。
家
父
長
制
的
価
値
観
は
本
当
は
、
一
部
の
勝
ち
組
の
男
を
除
き
、
大
半
の
男
を
生
き
づ
ら
く
し
て
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い
る
原
因
で
も
あ
る
。
そ
こ
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
と
、
男
は
幻
想
の
プ
ラ
イ
ド
に
縛
ら
れ
る
。
こ
の
「
男
が
男

文
化
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
」
も
、
父
と
い
う
政
治
権
力
の
問
題
の
一
環
と
し
て
、
私
の
文
学
で
必
ず
書
か
れ

る
テ
ー
マ
で
あ
る
。
自
ら
親
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
私
に
と
っ
て
も
切
実
で
あ
り
、
自
分
を
直
視

し
た
く
な
い
問
題
で
も
あ
り
、
作
中
の
カ
ッ
プ
ル
と
同
じ
ぐ
ら
い
も
が
き
な
が
ら
書
い
た
。

「
味
蕾
の
記
憶
」（
初
出
「
東
京
新
聞
」
二
〇
〇
八
年
一
月
二
六
日
夕
刊
）
は
、
滅
多
に
食
べ
な
い
け
れ
ど
た

ま
に
食
べ
る
と
「
う
ま
す
ぎ
る
」
と
思
う
カ
ッ
プ
焼
き
そ
ば
を
食
べ
な
が
ら
、
思
い
つ
い
た
掌
篇
。
味
の
原
風

景
っ
て
案
外
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
オ
ヤ
ジ
に
そ
れ
で
も
共

感
し
た
く
な
る
形
で
書
い
た
。

こ
れ
ま
で
単
行
本
未
収
録
だ
っ
た
「
先
輩
伝
説
」
は
、
メ
キ
シ
コ
留
学
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
る
写
真
家
の

高
松
英
昭
が
、『ST

REET
 PEO

PLE

』（
太
郎
次
郎
社
エ
デ
ィ
タ
ス
、
二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
路
上
生
活
者

と
と
も
に
作
っ
た
写
真
集
を
刊
行
す
る
際
、
頼
ま
れ
て
書
い
た
短
篇
小
説
。
路
上
生
活
者
（
ホ
ー
ム
レ
ス
）
の

ほ
う
が
標
準
の
生
き
方
で
、
家
の
あ
る
生
活
者
（
ホ
ー
ム
ネ
ス
）
の
ほ
う
が
旧
来
の
価
値
観
に
縛
ら
れ
て
生
き

づ
ら
さ
を
抱
え
た
人
た
ち
、
と
い
う
逆
転
世
界
を
作
っ
た
。
こ
こ
で
の
父
、
す
な
わ
ち
路
上
の
お
じ
さ
ん
た
ち

は
、
自
分
た
ち
の
権
力
が
失
効
し
て
い
る
こ
と
を
、
少
な
く
と
も
自
覚
し
て
い
る
。
路
上
が
解
放
さ
れ
れ
ば
、

生
き
づ
ら
さ
も
少
し
は
ま
し
に
な
る
の
に
、
と
思
う
。
こ
の
写
真
集
の
印
税
で
「
路
上
文
学
賞
」
を
始
め
た
の

だ
か
ら
、
私
は
ま
ん
ま
と
高
松
の
思
惑
に
は
ま
っ
て
、
路
上
に
引
き
ず
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。星

野 

智
幸


