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戦
後
の
日
本
社
会
に
一
大
旋
風
を
巻
き
起
こ
し
た
「
肉
体
の
門
」
は
、

田
村
泰
次
郎
が
「
肉
体
の
解
放
こ
そ
人
間
の
解
放
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー

マ
を
も
と
に
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
泰
次
郎
が
経
験
し
た

五
年
三
ヶ
月
に
及
ぶ
中
国
大
陸
で
の
軍
隊
生
活
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
、

た
と
え
ど
ん
な
崇
高
な
思
想
で
あ
っ
て
も
人
間
を
虐
げ
た
挙
げ
句
の
果
て

に
は
死
に
至
ら
し
め
る
よ
う
な
も
の
は
不
要
で
あ
る
と
い
う
確
信
に
由
来

し
て
い
た
。
泰
次
郎
は
戦
前
か
ら
新
進
作
家
と
し
て
注
目
さ
れ
て
は
い
た

が
、
こ
の
頃
は
ま
だ
戦
友
の
血
に
染
ま
っ
た
軍
衣
を
脱
い
だ
ば
か
り
で
、

帰
国
し
て
真
っ
先
に
足
を
運
ん
だ
四
日
市
の
母
の
許
で
も
〈
戦
場
の
記
憶
〉

を
共
有
で
き
な
い
復
員
兵
の
疎
外
感
と
孤
独
感
を
噛
み
し
め
て
い
た
。
ち

な
み
に
一
九
―
一
年
生
ま
れ
の
泰
次
郎
は
、
復
員
当
時
三
四
歳
で
あ
っ
た
。

故
郷
を
後
に
し
て
上
京
し
た
泰
次
郎
に
助
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
は
、

旧
制
富
田
中
学
校
そ
し
て
早
稲
田
の
先
輩
作
家
で
あ
る
丹
羽
文
雄
で
あ
っ

序

_
「
肉
体
の
門
」

自
筆
原
稿
の
検
討
ー

た
。
丹
羽
は
す
で
に
、
宣
撫
班
の
兵
士
が
中
国
共
産
党
軍
女
性
伴
虜
と
の

間
で
繰
り
広
げ
た
愛
憎
劇
を
描
い
た
「
肉
体
の
悪
魔
」
を
読
ん
で
好
印
象

を
持
っ
て
お
り
、
有
望
な
作
家
と
し
て
泰
次
郎
を
「
群
像
」
編
集
部
の
窪

田
稲
男
に
紹
介
し
た
。
泰
次
郎
が
薦
め
に
応
じ
て
持
ち
込
ん
だ
原
稿
を
編

集
部
全
員
が
読
ん
で
掲
載
を
決
め
、
「
群
像
」
（
一
九
四
七
年
三
月
）
に
発

表
さ
れ
た
の
が
「
肉
体
の
門
」
で
あ
っ
た
。
雑
誌
発
表
時
か
ら
好
評
で
あ

っ
た
「
肉
体
の
門
」
は
五
月
に
単
行
本
と
し
て
風
雪
社
か
ら
出
版
さ
れ
、

売
り
上
げ
が
最
終
的
に
―
二

0
万
部
を
超
え
る
大
ヒ
ッ
ト
作
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
「
肉
体
の
門
」
が
原
作
に
な
っ
た
舞
台
が
劇
団
空
気
座
に
よ
っ
て

帝
都
座
五
階
劇
場
で
上
演
さ
れ
た
。
半
裸
の
私
娼
が
リ
ン
チ
を
受
け
て
天

井
の
鉄
骨
に
宙
吊
り
に
さ
れ
る
と
い
う
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
が
観
客
の
話
題
を

呼
び
一
、

0
0
0
回
以
上
続
演
さ
れ
る
と
い
う
ロ
ン
グ
ラ
ン
の
記
録
を
樹

立
し
た
。
米
軍
の
爆
撃
に
よ
っ
て
一
面
廃
墟
と
な
っ
た
都
市
に
漂
っ
て
い

た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
、
戦
時
統
制
が
解
除
さ
れ
て
う
ご
め
き
始
め
た
大
衆
の

欲
動
と
が
作
品
に
は
巧
み
に
投
影
さ
れ
、
戦
後
の
世
相
を
反
映
し
た
記
念

田

村

泰

次

郎

研

究

＾ ヽ

尾

西

康

充
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碑
的
な
小
説
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。
戦
後
作
家
独
特
の
直
観
に

よ
っ
て
時
代
の
空
気
が
的
確
に
読
み
と
ら
れ
た
結
果
、
泰
次
郎
の
II

肉
体

文
学
II
が
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

現
在
「
肉
体
の
門
」
自
筆
原
稿
は
四
日
市
市
立
図
書
館
に
保
存
さ
れ
て

い
る
。
泰
次
郎
の
父
左
衛
士
が
初
代
校
長
を
務
め
、
彼
の
母
校
で
も
あ
っ

た
三
重
県
立
四
日
市
高
等
学
校
（
旧
制
県
立
富
田
中
学
）
の
創
立
百
周
年

記
念
展
が
一
九
九
八
年
に
四
日
市
市
立
博
物
館
で
企
画
さ
れ
た
際
、
展
示

資
料
の
調
査
と
収
集
を
行
っ
て
い
た
秦
昌
弘
学
芸
員
が
美
好
氏
の
自
宅
で

「
肉
体
の
悪
魔
」
「
肉
体
の
門
」
の
自
筆
原
稿
を
発
見
し
た
。
当
時
そ
れ
ら

は
保
存
状
態
が
悪
く
、
紙
質
が
劣
化
し
て
破
損
し
た
部
分
も
あ
っ
た
が
、

秦
氏
の
尽
力
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
今
は
同
博
物
館
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

「
肉
体
の
門
」
自
筆
原
稿
は
四

0
0字
詰
原
稿
用
紙
（
縦
二

0
字
X
横

二
0
行
）
五
六
枚
、
使
用
さ
れ
た
用
紙
は
三
種
類
で
あ
る
。
推
敲
の
た
め

の
書
き
込
み
が
惑
し
く
見
ら
れ
る
が
、
組
み
版
を
指
示
す
る
編
集
記
号
が

一
切
な
い
こ
と
か
ら
、
浄
書
稿
で
は
な
く
草
稿
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

お
そ
ら
く
泰
次
郎
は
自
分
に
と
っ
て
出
世
作
と
な
っ
た
fl

肉
体
文
学
II

二

作
品
の
草
稿
を
手
許
に
残
し
て
お
い
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
「
肉
体
の
門
」
自
筆
原
稿
を
見
て
ま
ず
気
づ
く
の
は
「
肉
体

の
悪
魔
」
同
様
、
推
敲
の
過
程
で
タ
イ
ト
ル
が
何
度
も
修
正
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
ペ
ー
ジ
の
冒
頭
、
左
か
ら
「
若
い
生
態
園
」
、
「
末

成
年
」
、
「
人
肉
（
片
）
」
と
書
き
直
さ
れ
、
ど
れ
も
二
重
線
で
消
去
さ
れ
て

最
終
的
に
タ
イ
ト
ル
が
「
肉
体
の
門
」
と
決
め
ら
れ
て
い
る
。
タ
イ
ト
ル

は
作
品
の
内
容
を
象
徴
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
内
容
が
読
ま
れ
る
前
に
作

品
の
イ
メ
ー
ジ
が
決
め
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
ひ
と
り
歩
き
を
は
じ
め

る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
本
作
品
に
「
肉
体
の
門
」
と
い
う
衝
撃
的
な
タ
イ
ト

ル
が
付
け
ら
れ
た
か
ら
こ
そ
戦
後
史
に
名
前
が
残
る
ほ
ど
の
プ
ー
ム
が
起

こ
っ
た
の
で
あ
る
。

別
稿
で
私
は
、
泰
次
郎
が
第
二
早
稲
田
高
等
学
院
で
フ
ラ
ン
ス
文
学
を

学
ぴ
始
め
た
頃
か
ら
早
熟
の
天
オ
レ
ー
モ
ン
・
ラ
デ
ィ
ゲ
を
憧
憬
し
、
自

分
の
小
説
の
タ
イ
ト
ル
を
ラ
デ
ィ
ゲ
の
小
説
か
ら
借
用
し
て
「
肉
体
の
悪

魔
」
と
決
め
た
こ
と
を
述
べ
た
。
「
肉
体
の
悪
魔
」
で
は
現
行
形
と
自
筆
原

稿
と
の
間
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
大
き
な
異
同
が
あ
っ
た
の
に
比
べ
て
、

「
肉
体
の
門
」
は
そ
れ
ら
の
間
に
目
立
っ
た
相
異
は
な
く
、
そ
の
他
ス
ト

ー
リ
ー
に
重
大
な
変
更
が
加
え
ら
れ
た
部
分
も
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
泰
次

郎
が
十
分
に
注
意
を
払
っ
て
推
敲
し
た
と
思
わ
れ
る
二
つ
の
点
を
つ
ぎ
に

指
摘
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
登
場
人
物
の
「
内
部
の
生
命
」
「
内
部
の
闘
ひ
」

に
関
す
る
描
写
で
あ
る
。
泰
次
郎
は
意
外
に
も
II

肉
体
文
学
II

の
評
判
を

裏
切
る
よ
う
に
人
間
の
〈
内
部
〉
の
描
写
に
神
経
を
集
中
し
て
い
る
。
た

と
え
ば
伊
吹
新
太
郎
が
薄
暗
い
地
下
室
に
潜
り
込
ん
で
私
娼
の
若
い
女
性

た
ち
と
共
同
生
活
を
始
め
る
場
面
で
あ
る
。
や
や
長
く
な
る
が
そ
の
部
分

を
引
用
し
て
み
よ
う
。
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か
う
し
て
、
伊
吹
新
太
郎
は
、
当
分
の
あ
ひ
だ
、
こ
の
う
す
暗
い

地
下
室
で
、
彼
女
た
ち
と
起
居
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
拳

銃
の
弾
丸
傷
は
、
か
す
り
傷
で
あ
る
が
、
右
の
腿
の
肉
を
鋭
利
な
ナ

イ
フ
か
な
に
か
で
ざ
く
り
と
ゑ
ぐ
り
と
っ
た
や
う
に
な
っ
て
ゐ
た
。

け
れ
ど
も
、
大
陸
の
戦
場
で
、
胸
に
一
回
と
、
右
上
膊
に
一
回
貫
通

銃
創
を
受
け
て
ゐ
る
彼
に
は
、
そ
ん
な
傷
な
ど
屁
で
も
な
か
っ
た
。

二
十
日
も
じ
つ
と
寝
て
ゐ
れ
ば
、
ひ
と
り
で
に
肉
が
も
り
あ
が
つ
て

き
て
、
ほ
と
ん
ど
よ
く
な
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
前
線
の
患
者
収
容
所

の
土
壁
の
家
の
土
間
に
、
じ
つ
と
動
か
ず
に
寝
て
ゐ
た
こ
と
の
経
験

に
よ
っ
て
、
彼
は
あ
る
期
間
さ
う
し
て
ゐ
さ
へ
す
れ
ば
、
人
間
の
身

体
は
自
然
に
治
癒
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
疑
は
な
い
。
（
こ

の
経
験
が
、
自
分
の
肉
体
の
ね
ば
り
強
さ
に
つ
い
て
の
自
信
を
、
ほ

と
ん
ど
彼
の
信
念
の
や
う
に
さ
せ
て
ゐ
る
。
経
験
か
ら
き
た
信
念
と

い
ふ
も
の
は
、
な
ま
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
伊
吹
に
は
、
自
分

の
肉
体
の
な
か
に
存
在
す
る
退
し
い
生
命
力
が
、
は
つ
き
り
と
自
覚

出
来
た
。
彼
に
は
絶
望
が
な
か
っ
た
。
絶
え
ず
、
自
分
の
内
部
か
ら

発
す
る
生
命
の
息
吹
の
ま
ま
に
、
衝
動
の
ま
ま
に
生
き
て
ゐ
た
。
こ

ん
な
に
明
る
く
て
、
楽
天
的
な
男
は
め
づ
ら
し
い
。
）

右
の
引
用
の
な
か
の
括
弧
で
く
く
ら
れ
た
部
分
が
推
敲
の
プ
ロ
セ
ス
で

加
筆
さ
れ
た
部
分
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
事
件
を
起
こ
し
て
右
の
腿
に
拳

銃
の
弾
丸
を
受
け
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
戦
火
を
く
ぐ

り
抜
け
生
き
延
び
て
き
た
伊
吹
は
負
傷
し
な
が
ら
も
「
自
分
の
肉
体
の
な

か
に
存
在
す
る
退
し
い
生
命
力
」
を
自
覚
し
、
「
自
分
の
内
部
か
ら
発
す
る

生
命
の
息
吹
の
ま
ま
に
、
衝
動
の
ま
ま
に
生
き
て
」
い
た
。
伊
吹
新
太
郎

と
い
う
名
前
は
新
し
い
生
命
の
息
吹
を
感
じ
さ
せ
る
彼
の
イ
メ
ー
ジ
に
合

致
し
、
見
事
に
名
は
体
を
表
し
て
い
る
。

ま
た
伊
吹
と
密
か
に
性
関
係
を
持
っ
た
菊
間
町

f
が
激
し
い
嫉
妬
を
浴

び
る
場
面
で
も
、
泰
次
郎
は
細
心
に
推
敲
し
、
そ
れ
が
彼
女
た
ち
私
娼
の

「
群
れ
」
の
「
掟
」
を
守
る
た
め
よ
り
も
彼
を
独
占
し
た
い
と
い
う
欲
望

の
闘
い
で
あ
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
町
子
を
憎
み
呪
ふ
こ
と
の
一
番
烈
し
い
者
が
、
そ
の

生
活
秩
序
を
一
番
愛
し
、
そ
し
て
伊
吹
を
一
番
愛
し
て
ゐ
る
こ
と
を
、

み
ん
な
に
示
す
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。
優
占
権
を
に
ぎ
る
闘
ひ
で

あ
る
。
（
町
子
の
や
り
方
に
対
す
る
反
抗
は
、
表
面
で
は
、
み
ん
な
の

共
通
の
敵
に
対
す
る
協
同
の
闘
ひ
と
し
て
の
形
を
取
り
な
が
ら
、
本

当
は
さ
う
い
ふ
内
部
の
闘
ひ
な
の
で
あ
っ
た
。
）

さ
ら
に
こ
の
直
後
に
ボ
ル
ネ
オ
・
マ
ヤ
が
彼
に
無
関
心
を
示
す
よ
う
な

こ
と
を
口
走
り
仲
間
を
驚
か
せ
る
。
マ
ヤ
の
一
見
奇
妙
な
名
前
は
彼
女
の

兄
が
ボ
ル
ネ
オ
で
戦
死
し
、
そ
れ
以
来
ボ
ル
ネ
オ
の
こ
と
ば
か
り
話
す
の

で
名
付
け
ら
れ
た
。
彼
女
が
自
分
か
ら
身
を
引
く
よ
う
な
こ
と
を
話
す
の

は
、
他
の
者
の
監
視
を
弛
め
さ
せ
て
自
由
な
行
動
を
し
よ
う
と
い
う
の
で

は
な
く
、
マ
ヤ
は
「
自
分
の
心
の
内
部
で
、
あ
ま
り
に
大
き
く
な
っ
て
き

た
伊
吹
の
像
と
、
闘
つ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
っ
た
。
自
筆
原
稿
で
は
最
初
こ
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マ
ヤ
の
場
合
は
、
ほ
か
の
者
よ
り
も
、
そ
の
考
へ
が
一
層
強
か
っ
た

が
た
め
に
、
マ
ヤ
は
そ
の
苦
し
さ
に
た
ま
ら
ず
に
、
心
に
も
な
い
こ

と
を
い
つ
て
、
自
分
自
身
を
ご
ま
化
さ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
が
斜
線
で
消
去
さ
れ
、
現
行
形
と
同
じ
内
容
に
修
正
さ
れ

て
い
る
。伊

吹
新
太
郎
の
肉
体
の
像
に
打
ち
負
か
さ
れ
さ
う
に
な
る
の
を
、
必

死
に
そ
れ
と
闘
ふ
た
め
に
、
自
分
か
ら
そ
ん
な
心
に
も
な
い
こ
と
を

い
つ
て
、
自
分
自
身
を
い
や
お
う
な
し
に
伊
吹
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と

す
る
の
だ
っ
た
。

修
正
し
た
後
の
表
現
を
読
め
ば
、
マ
ヤ
の
「
内
部
の
闘
ひ
」
を
一
層
緊

張
し
た
も
の
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
泰
次
郎
の
意
図
が
明
白
に
な
る
。
自

己
の
性
を
商
品
化
し
た
私
娼
の
肉
体
を
前
面
に
据
え
て
描
こ
う
と
す
る
の

で
は
な
く
、
一
人
の
男
性
を
め
ぐ
っ
て
複
数
の
女
性
が
抱
く
嫉
妬
心
を
丹

念
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
肉
体
の
解
放
を
謳
う

ド
ラ
マ
で
は
な
く
内
面
が
葛
藤
す
る
ド
ラ
マ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の

意
味
で
青
野
季
吉
が
「
肉
体
の
門
」
を
評
し
て
「
田
村
君
の
場
合
は
、
あ

れ
だ
け
の
作
品
で
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
も
な
け
れ
ば
、
デ
カ
ダ
ニ
ズ
ム
も
な
い
」

と
い
っ
た
の
は
十
分
に
首
肯
で
き
る
見
解
で
あ
っ
た

(
1
)
。

の
よ
う
な
彼
女
の
心
理
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
た
。

つ
ぎ
に
泰
次
郎
が
十
分
に
注
意
を
払
っ
て
推
敲
し
た
と
思
わ
れ
る
二
つ

目
の
点
を
挙
げ
よ
う
。
や
は
り
小
説
で
も
舞
台
で
も
最
も
注
目
を
浴
び
た

結
末
の
シ
ー
ン
で
、
「
内
部
の
闘
ひ
」
に
負
け
「
群
れ
」
の
「
掟
」
を
破
っ

て
伊
吹
と
性
関
係
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
マ
ヤ
が
天
井
の
鉄
骨
に
宙
吊
り
に

さ
れ
、
仲
間
か
ら
リ
ン
チ
を
受
け
る
描
写
で
あ
る
。
自
筆
原
稿
で
は
最
初

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

だ
ん
だ
ん
う
す
れ
て
い
く
意
識
の
な
か
で
、
マ
ヤ
は
、
い
ま
「
人
間
」

と
し
て
、
生
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

マ

マ

マ
ヤ
の
宙
吊
り
の
姿
は
、
十
字
架
上
の
予
言
者
の
や
う
に
崇
厳
で

あ
っ
た
。

リ
ン
チ
を
受
け
な
が
ら
も
伊
吹
と
の
性
交
で
は
じ
め
て
性
の
悦
び
を
感

じ
た
マ
ヤ
が
「
人
間
」
と
し
て
再
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
泰
次

郎
は
こ
れ
を
推
敲
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
加
筆
し
て
い
る
。

だ
ん
だ
ん
う
す
れ
て
い
く
意
識
の
な
か
で
、
マ
ヤ
は
、
い
ま
自
分
の

新
生
が
は
じ
ま
り
つ
つ
あ
る
の
を
感
じ
て
ゐ
た
。
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地
下
の
闇
に
、
宙
吊
り
の
ボ
ル
ネ
オ
・
マ
ヤ
の
肉
体
は
、
ほ
の
白

い
光
り
の
量
に
つ
つ
ま
れ
て
、
十
字
架
上
の
予
言
者
の
や
う
に
壮
厳

だ
っ
た
。

殉
教
者
の
よ
う
に
半
裸
の
女
性
が
宙
づ
り
に
さ
れ
て
リ
ン
チ
を
受
け
る

と
い
う
「
肉
体
の
門
」
の
結
末
の
シ
ー
ン
は
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
独

特
の
「
エ
ピ
フ
ァ
ニ
ー
」

(
E
p
i
p
h
a
n
i
e
)

の
方
法
、
す
な
わ
ち
神
聖
で
超

自
然
的
存
在
に
よ
る
顕
示
に
従
っ
て
物
事
や
事
件
、
人
物
の
本
質
が
露
わ

に
な
る
瞬
間
を
象
徴
的
に
と
ら
え
る
と
い
う
描
写
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
十
字
架
上
の
予
言
者
を
想
わ
せ
る
マ
ヤ
の
姿
に
つ
い
て
考
え
て
み

れ
ば
、
最
初
は
肉
体
を
商
品
化
し
て
い
た
だ
け
の
次
元
か
ら
、
伊
吹
と
の

関
係
を
め
ぐ
っ
て
性
の
悦
楽
を
想
い
感
じ
は
じ
め
、
最
後
は
崇
高
な
ム
ー

ド
す
ら
漂
わ
せ
て
象
徴
化
さ
れ
た
次
元
へ
と
、
変
容
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
そ
も
そ
も
性
器
そ
の
も
の
で
は
な
く
性
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
対
し

て
性
交
が
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
〈
性
欲
動
〉
(
L
i
b
i
d
o
’

⇒

i
e
b
e
)
 

は
〈
想
像
的
な
も
の
〉

(
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
)

の
機
能
に
そ
の
中
心
が
置
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
〈
象
徴
的
な
も
の
〉

(
s
y
m
b
o
l
i
q
u
e
)

の
秩
序
に
組

み
込
ま
れ
る
こ
と
で
「
主
体
」

(
S
u
j
e
t
)

が
成
立
し
、
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
か
ら
も
右
の
マ
ヤ
の
描
写
は
、
緊
縛

さ
れ
て
意
識
を
失
い
か
け
な
が
ら
も
肉
体
を
―
つ
の
対
象
物
と
し
て
と
ら

え
る
こ
と
の
で
き
る
自
己
意
識
が
目
覚
め
、
ま
さ
に
彼
女
が
人
間
と
し
て

新
生
し
よ
う
と
し
て
い
る
瞬
間
が
象
徴
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え

＊
 

＊
 

＊
 

る
。
実
は
「
肉
体
の
解
放
」
と
い
う
よ
り
も
「
肉
体
か
ら
の
解
放
」
と
い

う
方
が
適
切
な
場
面
で
あ
る
。
伊
藤
整
が
「
肉
体
の
門
」
の
リ
ン
チ
の
場

面
を
評
し
て
「
類
廃
で
は
な
く
健
康
で
す
ね
」
と
い
い
、
中
野
好
夫
が
「
頬

廃
の
イ
ヤ
ラ
シ
サ
」
で
は
な
く
「
そ
の
反
対
の
生
命
的
な
燃
焼
」
が
描
か

れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
だ
ろ
う

(
2
)
。

本
稿
執
筆
中
の
四
月
二

0
日
、
丹
羽
文
雄
が
亡
く
な
っ
た
。
享
年
一
〇

〇
。
郷
里
が
四
日
市
で
あ
る
こ
と
や
旧
制
三
重
県
立
富
田
中
学
校
、
早
稲
―

田
の
卒
業
生
で
あ
る
こ
と
な
ど
泰
次
郎
と
は
多
く
の
共
通
点
が
あ
る
。
同

81

郷
の
誼
も
あ
っ
て
丹
羽
は
文
壇
活
動
に
お
い
て
泰
次
郎
の
庇
護
者
を
つ
と
一

め
た
。
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
本
稿
で
も
論
じ
た
泰
次
郎
の
II

肉

体
文
学
II

の
成
立
に
、
丹
羽
は
一
役
買
っ
て
い
る
。
「
肉
体
の
悪
魔
」
は
、

泰
次
郎
が
旅
団
司
令
部
営
外
の
街
中
に
あ
っ
た
公
館
で
元
中
共
軍
の
伴
虜

で
あ
る
宣
撫
班
員
た
ち
と
一
緒
に
起
居
し
て
い
た
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も

と
づ
い
て
創
作
さ
れ
て
い
る
。
当
時
宣
撫
活
動
を
し
て
い
た
美
術
家
の
洲

之
内
徹
と
は
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
の
で
あ
る
。
砲
火
の
交
わ
る
前
線
を
離

れ
旅
団
本
部
附
の
勤
務
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
体
験
は
で
き
な

か
っ
た
わ
け
だ
が
、
泰
次
郎
の
転
属
を
膊
め
た
の
は
丹
羽
で
あ
っ
た
。
田

村
泰
次
郎
宛
丹
羽
文
雄
書
簡
（
一
九
四
一
年
二
月
一
三
日
付
、
三
重
県
立

図
書
館
所
蔵
）
に
よ
れ
ば
、
前
夜
に
帝
国
ホ
テ
ル
で
支
那
派
遣
軍
報
道
部



新
庄
嘉
章
が
私
信
の
中
で
、
『
今
日
貰
つ
た
「
文
学
者
」
の
田
村
君
の
小

長
か
ら
陸
軍
報
道
部
長
へ
と
昇
進
し
た
馬
淵
報
道
部
長
の
歓
迎
会
が
開
か

れ
た
。
わ
ざ
わ
ざ
丹
羽
が
そ
こ
に
出
か
け
て
行
き
、
田
村
の
配
属
の
件
を

彼
に
直
接
依
頼
し
た
と
あ
る
。
ち
な
み
に
泰
次
郎
は
伍
長
に
は
一
九
四
三

年
八
月
一
日
任
命
さ
れ
軍
曹
に
は
四
四
年
八
月
一
日
任
命
、
そ
の
ま
ま
敗

戦
を
迎
え
て
い
る
。

他
方
、
泰
次
郎
の
名
前
を
戦
後
史
の
な
か
に
刻
み
込
む
こ
と
に
な
っ
た

「
肉
体
の
門
」
は
、
丹
羽
が
「
群
像
」
編
集
部
員
の
窪
田
稲
男
に
泰
次
郎

を
紹
介
し
、
彼
が
原
稿
を
持
ち
込
ん
だ
と
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
る
。
丹
羽

の
仲
介
が
な
け
れ
ば
、
日
の
目
を
見
な
い
ま
ま
作
品
は
埋
も
れ
て
し
ま
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
丹
羽
は
泰
次
郎
の
If

肉
体
文
学
II

の
成
立
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
も
う
一
っ
、
戦
前
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

あ
る
。
一
九
四

0
年
―
一
月
に
泰
次
郎
は
中
国
大
陸
に
出
征
す
る
。
当
時

二
九
歳
、
日
中
戦
争
が
泥
沼
化
す
る
な
か
で
帰
還
で
き
る
保
証
は
な
く
、

戦
死
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
『
銃
に
つ
い
て
』
と
い
う
作
品
集
は
彼
の
出
征

直
前
に
出
版
の
話
が
ま
と
ま
り
、
翌
四
一
年
一
月
二

0
日
に
高
山
書
院
か

ら
刊
行
さ
れ
た
。
同
書
に
は
親
友
の
石
川
達
三
と
丹
羽
が
序
文
を
寄
せ
て

る
。
当
時
丹
羽
が
ど
の
よ
う
に
泰
次
郎
を
見
て
い
た
の
か
が
よ
く
分
か
る

の
で
、
長
文
だ
が
左
に
引
用
し
て
お
こ
う
。

田
村
泰
次
郎
の
こ
と

説
（
集
団
生
活
の
一
面
）
を
よ
み
涙
が
出
て
仕
様
が
な
か
っ
た
。
軍
隊
の

生
活
を
経
験
し
て
ゐ
る
せ
ゐ
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
兎
に
角
異
様
な
気
持

の
緊
張
を
お
ぼ
え
ま
し
た
』
と
書
い
て
き
た
が
、
私
も
そ
の
小
説
を
昨
夜

よ
ん
だ
ば
か
り
で
、
異
様
な
感
動
が
さ
め
ず
に
ゐ
た
時
で
あ
る
。
今
ま
で

の
田
村
泰
次
郎
の
小
説
に
お
ぼ
え
な
か
っ
た
新
鮮
な
力
の
あ
る
感
動
で
あ

っ
た
。
田
村
は
僅
か
三
ヶ
月
軍
隊
に
は
い
つ
て
ゐ
た
だ
け
で
、
す
で
に
三

ヶ
月
以
前
の
田
村
で
は
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
い
ま
ま
た
再
応
召
を
う
け
、

大
陸
に
渡
っ
た
。
新
庄
嘉
章
の
手
紙
に
、
『
再
度
の
応
召
で
き
っ
と
立
派
な

作
家
精
神
を
鍛
へ
ら
れ
て
く
る
と
思
ひ
ま
す
。
た
の
し
み
で
す
』
と
書
い

て
ゐ
る
如
く
、
私
も
そ
れ
を
期
待
し
て
ゐ
る
。
田
村
な
ら
き
っ
と
そ
れ
を

や
り
と
げ
る
で
あ
ら
う
。
「
文
学
者
」
の
小
説
に
は
、
今
ま
で
の
田
村
に
な

か
っ
た
何
か
遊
る
や
う
な
、
血
走
っ
た
積
極
的
な
も
の
が
、
気
品
た
か
く

静
か
に
包
ま
れ
て
ゐ
る
。

田
村
は
三
ヶ
月
の
軍
隊
生
活
か
ら
出
て
く
る
と
、
よ
く
親
し
い
友
達
を

と
ら
へ
て
、
「
一
兵
卒
の
心
に
な
れ
」
と
極
め
つ
け
て
ゐ
た
。
極
め
つ
け
ら

れ
た
方
で
は
面
喰
つ
て
、
田
村
が
大
上
段
に
か
ま
へ
た
口
吻
に
反
感
を
抱

い
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
田
村
と
し
て
は
ご
く
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
言

つ
て
ゐ
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
が
今
度
の
「
集
団
生
活
の
一
面
」
で
立
派

に
裏
書
を
し
て
ゐ
る
。

田
村
泰
次
郎
は
中
学
校
か
ら
大
学
に
い
た
る
ま
で
私
の
後
輩
で
あ
る
。

田
村
の
父
は
私
の
中
学
校
の
校
長
で
あ
っ
た
。
伊
勢
の
富
田
の
人
間
で
あ

る
が
、
父
は
た
し
か
士
佐
人
で
あ
る
と
記
憶
し
て
ゐ
る
。
田
村
の
関
西
人

ら
し
い
そ
の
柔
か
な
、
人
情
に
こ
ま
か
な
性
格
の
中
に
は
、
剛
毅
な
士
佐
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人
の
気
性
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
激
情
を
少
し
も
顔
に
あ
ら
は
さ
ず
に
、
傲

然
勇
猛
な
ふ
る
ま
ひ
に
出
る
田
村
の
習
性
に
は
、
た
ん
な
る
関
西
人
と
だ

け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
私
は
以
前
に
よ
く
、
「
君
は
小
説

を
書
く
と
き
に
、
な
ぜ
あ
ん
な
に
行
儀
よ
く
な
る
の
だ
？
平
常
ど
ほ
り

に
ふ
る
ま
つ
て
い
い
の
だ
」
と
言
っ
た
。
が
こ
れ
は
私
の
誤
解
で
あ
っ
た
。

田
村
に
平
常
の
勇
猛
や
太
々
し
さ
の
部
分
に
多
く
気
を
ひ
か
れ
て
ゐ
た
私

は
、
そ
れ
を
彼
の
小
説
の
中
に
も
求
め
て
ゐ
た
の
だ
が
、
行
儀
の
よ
い
彼

の
小
説
は
、
彼
の
生
れ
つ
き
の
よ
さ
か
ら
来
る
行
儀
の
よ
さ
の
現
れ
に
他

な
ら
な
か
っ
た
。

田
村
の
風
貌
に
は
一
見
、
太
々
し
い
性
格
的
な
感
じ
を
う
け
る
。
が
そ

の
一
枚
下
に
は
、
女
性
的
と
い
ひ
た
い
く
ら
ゐ
緻
密
な
、
素
直
な
性
格
を

持
つ
て
ゐ
る
。
友
人
間
で
は
、
彼
ほ
ど
も
の
に
て
れ
な
い
男
は
な
い
と
さ

れ
て
ゐ
る
。
が
事
実
は
、
て
れ
る
ほ
ど
、
彼
の
性
格
は
見
栄
坊
で
も
な
け

れ
ば
、
虚
勢
を
張
つ
て
ゐ
る
の
で
も
な
い
の
だ
。
李
香
蘭
を
ひ
ゐ
き
に
し

た
り
、
原
節
子
を
ひ
ゐ
き
に
し
た
り
す
る
場
合
、
田
村
は
し
ん
か
ら
ひ
ゐ

き
に
し
て
ゐ
る
。
そ
ば
の
も
の
が
て
れ
く
さ
く
な
る
ほ
ど
、
ひ
た
む
き
で

あ
る
。
て
れ
る
こ
と
が
文
学
者
の
―
つ
の
才
能
の
や
う
に
心
得
て
ゐ
る
多

く
の
作
家
の
中
で
、
田
村
ほ
ど
素
直
な
小
説
家
は
ま
た
め
づ
ら
し
い
。

先
に
処
女
本
「
少
女
」
が
上
梓
さ
れ
た
と
き
私
は
感
想
文
の
中
で
、
彼

に
そ
な
は
る
色
彩
感
の
ゆ
た
か
な
点
に
ふ
れ
た
。
ま
た
別
な
と
こ
ろ
で
、

彼
の
小
説
の
品
の
よ
さ
に
ふ
れ
た
。
田
村
の
小
説
の
文
章
や
行
間
か
ら
う

け
る
何
と
も
い
ひ
や
う
の
な
い
気
品
は
、
決
し
て
後
天
的
に
作
り
だ
し
た

も
の
で
は
な
く
、
も
つ
て
生
れ
た
秀
れ
た
素
質
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
も
、

近
頃
の
文
壇
に
、
悪
達
者
な
粗
雑
な
小
説
の
中
で
は
、
す
ば
ら
し
く
光
つ

て
ゐ
る
。

彼
は
ま
た
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
発
表
す
る
小
説
に
も
、
精
魂
こ
め
て
書
い

て
ゐ
る
。
彼
ぐ
ら
い
ー
つ
の
小
説
に
長
い
時
間
を
か
け
る
作
者
は
、
今
ど

き
珍
し
い
。
結
果
は
、
や
は
り
時
間
を
か
け
た
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
ゐ

る
。
「
銃
に
つ
い
て
」
を
遺
し
て
出
征
す
る
田
村
泰
次
郎
は
、
そ
の
点
、
日

本
文
学
の
通
弊
に
災
ひ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
書
き
た
い
も
の
だ
け

を
書
き
の
こ
し
て
い
く
と
い
ふ
恵
ま
れ
た
位
置
に
あ
る
。
小
説
書
く
こ
と

を
な
り
わ
い
と
す
れ
ば
、
時
に
は
わ
が
意
に
満
た
ぬ
も
の
も
発
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
考
へ
る
と
、
た
と
へ
田
村
が
再
び
私
達
の

ま
へ
に
現
れ
な
い
に
し
ろ
、
思
ひ
出
に
は
何
の
後
悔
も
な
い
筈
で
あ
る
。

田
村
は
出
征
前
友
人
に
、
こ
れ
か
ら
の
手
紙
は
い
ち
い
ち
遺
言
の
つ
も

り
で
書
い
て
よ
こ
す
故
、
そ
の
つ
も
り
で
始
末
を
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
て

ゐ
た
。
私
た
ち
は
そ
の
つ
も
り
で
待
っ
て
ゐ
る
。
彼
の
原
稿
に
書
く
字
は

下
手
く
そ
で
あ
る
。
下
手
な
り
に
、
一
字
一
字
に
力
を
い
れ
て
、
押
へ
つ

け
る
や
う
に
し
て
書
く
。
万
年
筆
の
方
で
耐
ら
な
い
ほ
ど
な
力
の
は
い
つ

た
文
字
で
あ
る
。
が
、
今
後
の
彼
の
手
紙
に
は
、
或
は
そ
ん
な
力
の
は
い

ら
な
い
走
り
書
も
多
く
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
何
で
も
よ
い
、
私

は
彼
か
ら
の
手
紙
を
待
ち
か
ね
て
ゐ
る
。

昭
和
一
五
年
―
一
月
二
二
日

丹
羽
は
泰
次
郎
の
小
説
を
「
行
儀
の
よ
い
小
説
」
と
褒
め
、
「
何
と
も
い

丹
羽
文
雄
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お
に
し
・
や
す
み
つ

ひ
や
う
の
な
い
気
品
」
を
嗅
ぎ
と
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
彼
ぐ
ら
い
一
っ

の
小
説
に
長
い
時
間
を
か
け
る
作
者
は
、
今
ど
き
珍
し
い
」
と
い
う
の
だ

が
、
戦
後
の
濫
作
が
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
丹
羽
の
言
葉
は
意
外
な
も
の

に
感
じ
ら
れ
る
。

丹
羽
の
生
家
の
崇
顕
寺
に
は
、
今
も
実
弟
の
房
雄
氏
が
住
職
を
務
め
て

お
ら
れ
る
。
地
元
新
聞
社
の
記
者
に
よ
れ
ば
、
兄
が
逝
去
し
た
朝
は
堂
内

に
籠
も
っ
て
読
経
を
続
け
て
い
た
と
い
う
。
以
前
、
私
も
房
雄
氏
か
ら
丹

羽
家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
拝
聴
し
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
い
か
に
深
く
兄

を
敬
愛
し
て
い
た
か
、
そ
の
想
い
が
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
ら
れ
た
。
昭
和
文

学
史
を
支
え
た
作
家
の
逝
去
に
私
も
謹
ん
で
瞑
目
し
た
い
。

註
本
論
文
で
引
用
し
た
田
村
泰
次
郎
の
作
品
の
本
文
は
『
田
村
泰
次
郎
選
集
』
全
五
巻

（二

0
0
五
年
四
月
二
五
日
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
に
拠
っ
て
い
る
。

(
1
)
青
野
季
吉
・
伊
藤
整
、
中
野
好
夫
「
創
作
合
評
会

(
2
)
」
「
群
像
」
(
-
九
四

七
年
五
月
、
五
九
頁
）

(
2
)
同
右
、
五
八
頁
。

本
学
教
員
〕
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