
一

「
一
九
〇
五
年
九
月
五
日
、
東
京
の
街
頭
を
暴
力
が
駆
け
め
ぐ
っ
た
」
と
い
う

印
象
的
な
一
文
か
ら
、
本
書
は
始
ま
る
。
日
比
谷
焼
打
事
件
と
し
て
知
ら
れ
、
日

露
戦
争
の
講
和
反
対
集
会
を
き
っ
か
け
に
数
万
の
人
々
が
大
な
り
小
な
り
関
与
し

た
こ
の
暴
動
は
、
以
降
一
九
一
〇
年
代
末
ま
で
十
数
年
に
わ
た
っ
て
続
く
都
市
暴

動
の
季
節
の
幕
開
け
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
民
衆
に
よ
る
爆
発
的

な
暴
力
行
使
と
い
う
現
象
の
背
景
と
帰
結
に
拘
り
抜
く
こ
と
で
、
こ
の
十
数
年
に

つ
い
て
先
行
研
究
と
大
き
く
異
な
る
世
界
像
を
打
ち
出
し
た
研
究
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
一
〇
月
の
本
書
刊
行
以
来
、
学
術
誌
に
限
っ
て
も
す
で
に
六
本
の

書
評
が
公
開
さ
れ
て
お
り
（
１
）、
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。
本
書
の

達
成
と
課
題
は
、
一
連
の
書
評
に
よ
っ
て
様
々
な
角
度
か
ら
総
括
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
付
け
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
決
し
て
多
く
な
い
が
、
小
稿
で
は
既
出
の
指
摘

と
の
重
複
を
な
る
べ
く
避
け
つ
つ
、
広
義
の
政
治
史
に
対
す
る
評
者
の
関
心
に
引

き
つ
け
て
所
感
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。

二

ま
ず
、
各
章
の
概
要
を
以
下
に
示
す
。

序
章
「
都
市
暴
動
か
ら
何
が
見
え
る
か
」
で
は
、
当
該
期
の
都
市
暴
動
の
消
長

と
そ
の
根
源
を
分
析
す
る
こ
と
で
、「
二
〇
世
紀
初
頭
に
日
本
社
会
が
迎
え
た
一

つ
の
大
き
な
転
換
点
」
を
描
き
出
す
と
い
う
、
本
書
の
目
的
が
示
さ
れ
、
続
い
て

先
行
研
究
整
理
と
分
析
方
法
の
提
示
が
行
わ
れ
る
。
先
行
研
究
整
理
の
主
眼
は
、

普
選
・
労
働
運
動
に
代
表
さ
れ
る
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
萌
芽
段
階
と
し
て
都
市

暴
動
を
位
置
づ
け
る
「
発
展
史
観
」
の
批
判
に
置
か
れ
、
安
丸
良
夫
ら
が
牽
引
し

た
民
衆
思
想
史
の
研
究
蓄
積
を
中
心
に
、
そ
の
乗
り
越
え
の
た
め
の
方
途
が
探
ら

れ
る
。
そ
の
う
え
で
分
析
方
法
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
の
は
、（
一
）
暴
力
行
使

の
現
場
に
お
け
る
人
々
の
「
行
動
形
態
の
解
明
」、（
二
）
都
市
暴
動
の
「
政
治
運

動
と
の
関
係
性
の
解
明
」、（
三
）
暴
力
行
使
の
基
盤
を
用
意
し
た
「
生
活
文
化
へ

の
着
目
」、（
四
）
暴
力
行
使
の
主
体
が
ほ
ぼ
男
性
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
わ
っ
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て
の
、
当
該
文
化
に
お
け
る
「
男
性
性
へ
の
着
目
」、
と
い
う
四
点
で
あ
る
。
特

に
こ
の
う
ち
（
三
）（
四
）
は
、「
着
目
」
と
い
う
表
現
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、

当
該
期
の
都
市
暴
動
に
ふ
れ
る
研
究
で
は
採
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
視
角
で
あ

り
、
本
書
の
独
自
性
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

第
一
章
「
日
比
谷
焼
打
事
件
の
発
生
と
展
開
」
で
は
、
始
点
た
る
同
事
件
に
つ

い
て
、
そ
の
発
生
プ
ロ
セ
ス
が
綿
密
に
検
討
さ
れ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
民
衆
は

暴
動
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
講
和
条
約
反
対
集
会
に
先
立
ち
、
メ
デ
ィ
ア
や
政
治

集
団
が
打
ち
出
す
反
対
の
論
理
に
収
ま
り
切
ら
な
い
解
釈
を
講
和
問
題
に
つ
い
て

ほ
ど
こ
し
て
い
た
（「
露
探
」
レ
ッ
テ
ル
の
氾
濫
ぶ
り
に
は
予
想
を
超
え
る
も
の

が
あ
る
）。
そ
し
て
集
会
の
当
日
を
迎
え
る
と
、
偶
発
的
な
出
来
事
に
大
き
く
規

定
さ
れ
つ
つ
、
暴
力
の
発
生
・
連
鎖
的
な
拡
大
・
あ
っ
け
な
い
収
束
が
生
じ
た
。

以
上
の
観
察
に
も
と
づ
き
、
近
世
期
の
百
姓
一
揆
や
明
治
前
期
の
民
衆
蜂
起
の
よ

う
な
自
律
性
の
強
い
民
衆
運
動
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
が
ら
、
確
実
に
民
衆
の
主

体
性
が
刻
ま
れ
た
出
来
事
と
し
て
、
著
者
は
焼
打
事
件
を
位
置
づ
け
る
。

第
二
章
「
近
代
都
市
暴
動
の
全
体
像
」
で
は
、
日
比
谷
焼
打
事
件
に
始
ま
り
一

九
一
八
年
の
米
騒
動
に
終
わ
る
、
東
京
で
発
生
し
た
大
小
九
つ
の
暴
動
の
特
徴
が

析
出
さ
れ
、
次
章
以
降
の
議
論
の
方
向
性
が
定
め
ら
れ
る
。
各
暴
動
の
契
機
と

な
っ
た
屋
外
の
政
治
集
会
の
主
催
者
は
先
行
研
究
が
打
ち
出
す
イ
メ
ー
ジ
に
反
し

て
多
様
で
あ
り
、
暴
動
中
核
者
の
多
く
は
、
二
十
代
中
盤
ま
で
の
独
身
の
男
性
職

人
・
工
場
労
働
者
・
日
雇
い
雑
業
層
（「
男
性
労
働
者
」
と
総
称
さ
れ
る
）
で

あ
っ
た
。
第
三
章
で
は
前
者
、
第
四
章
以
降
で
は
主
に
後
者
の
事
実
を
め
ぐ
っ
て
、

考
察
が
深
め
ら
れ
て
い
く
。

第
三
章
「
屋
外
集
会
の
変
転
」
は
、
政
治
運
動
―
屋
外
集
会
―
暴
動
と
い
う
連

関
が
一
九
〇
〇
年
〜
一
九
一
〇
年
代
を
通
じ
て
反
復
さ
れ
、
一
九
二
〇
年
代
以
降

に
消
失
し
て
い
く
要
因
を
追
っ
た
章
で
あ
る
。
日
比
谷
焼
打
事
件
後
、
屋
外
集
会

は
暴
動
発
生
の
可
能
性
に
つ
き
ま
と
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
最
初
期
の
主
催
者
が

取
締
の
強
化
を
恐
れ
、
屋
外
集
会
を
避
け
始
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
上
記
の
連

関
が
そ
の
後
も
維
持
さ
れ
た
の
は
、
屋
外
集
会
が
も
つ
民
衆
動
員
効
果
、
場
合
に

よ
っ
て
は
暴
動
を
契
機
と
し
た
倒
閣
可
能
性
に
期
待
を
寄
せ
、
他
の
新
興
政
治
集

団
が
集
会
開
催
に
乗
り
出
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
し
か
し
普
選
運
動
が
本
格
化
す

る
と
、
集
会
の
暴
動
化
は
運
動
の
正
当
性
を
著
し
く
損
な
う
も
の
と
見
な
さ
れ
、

政
治
集
団
は
一
様
に
そ
の
抑
止
に
努
め
て
い
く
。
か
く
し
て
本
章
で
は
、
民
主
化

の
進
展
と
軌
を
一
に
し
た
運
動
の
「
規
律
化
」
に
よ
り
、
都
市
暴
動
が
退
場
し
て

い
く
過
程
が
、
鮮
や
か
に
示
さ
れ
る
。

第
四
章
「
労
働
に
お
け
る
親
分
子
分
関
係
と
都
市
暴
動
」
以
降
、「
民
衆
」
と

い
う
語
の
指
示
対
象
は
、
徐
々
に
狭
義
の
そ
れ
―
若
い
下
層
男
性
労
働
者
―
へ
と

絞
り
込
ま
れ
て
い
く
。
屋
外
集
会
に
お
け
る
人
員
な
い
し
腕
力
の
調
達
と
い
う
、

従
来
見
過
ご
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
事
象
に
着
目
し
た
著
者
は
、
人
員
調
達
を
可
能
と

し
た
倉
庫
荷
役
業
や
土
木
建
築
業
の
親
分
子
分
関
係
を
紐
解
く
。
ま
た
、
土
建
業

界
に
お
け
る
人
員
・
腕
力
の
調
達
力
は
、
大
日
本
国
粋
会
の
よ
う
な
右
翼
団
体
の

結
成
へ
向
か
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
都
市
暴
動
か
ら
普
選
運
動
・
労
働
運
動
へ
と

い
う
歴
史
叙
述
へ
の
異
議
が
、
こ
こ
に
お
い
て
も
申
し
立
て
ら
れ
る
。

第
五
章
「
男
性
労
働
者
の
対
抗
文
化
」
は
、「
都
市
暴
動
の
よ
り
根
源
的
な
要

因
」
を
求
め
、
東
京
に
暮
ら
す
若
い
下
層
男
性
労
働
者
の
日
々
の
暮
ら
し
と
心
性

と
を
焦
点
化
し
た
章
で
あ
る
。
遊
蕩
的
か
つ
任
侠
的
な
「「
男
ら
し
さ
」
の
価
値

体
系
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
支
え
ら
れ
た
彼
ら
の
生
活
実
践
は
、
安
丸
良
夫

が
定
式
化
し
た
「
通
俗
道
徳
」
―
勤
勉
・
節
倹
・
禁
欲
と
い
っ
た
、
個
々
人
の
社

会
上
昇
を
可
能
に
す
る
と
信
じ
ら
れ
近
代
日
本
社
会
に
深
く
浸
透
し
た
規
範
―
の

ネ
ガ
で
あ
り
、
構
造
的
に
一
定
数
の
没
落
者
を
生
み
出
し
つ
つ
そ
の
事
実
を
通
俗

道
徳
に
よ
っ
て
塗
り
こ
め
て
し
ま
う
社
会
に
あ
っ
て
、
没
落
者
自
身
が
育
ん
だ
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「
対
抗
文
化
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
対
抗
文
化
は
、
下
層
女
性
の
性
を
踏
み

台
と
し
て
成
立
し
て
い
た
う
え
、
行
論
上
重
要
な
こ
と
に
は
、
主
流
文
化
の
ネ
ガ

で
あ
る
以
上
、
内
面
化
さ
れ
る
ほ
ど
当
人
の
社
会
的
な
孤
立
を
深
め
る
作
用
を
有

し
た
。
後
者
の
矛
盾
が
暴
れ
る
身
体
を
通
じ
て
噴
出
し
た
の
が
都
市
暴
動
の
場

だ
っ
た
と
い
う
の
が
、
著
者
の
見
立
て
で
あ
る
。

第
六
章
「
都
市
暴
動
と
学
歴
社
会
」
は
第
五
章
と
対
を
な
し
、
主
役
は
男
性
の

苦
学
生
・
高
学
歴
労
働
者
・
不
良
学
生
で
あ
る
。
彼
ら
は
低
学
歴
労
働
者
と
異
な

り
、
学
歴
主
義
が
浸
透
す
る
社
会
で
の
上
昇
階
梯
を
視
野
に
収
め
る
存
在
だ
っ
た

が
、
経
済
的
困
難
や
既
成
秩
序
へ
の
反
発
か
ら
そ
の
階
梯
を
踏
み
外
し
、
対
抗
文

化
に
片
足
を
踏
み
入
れ
る
。
彼
ら
は
そ
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
用
い
、
暴
動
で
は
演
説

を
は
じ
め
と
す
る
独
自
の
役
割
を
果
た
す
が
、
一
般
的
な
男
性
労
働
者
と
の
協
働

は
続
か
な
い
。
な
お
、
都
市
暴
動
に
占
め
る
学
生
の
多
さ
は
同
時
代
的
に
見
て
日

本
特
有
の
現
象
で
あ
る
こ
と
が
、
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
氏
に
よ
っ
て
か
つ
て

指
摘
さ
れ
て
お
り
（
２
）、
本
章
は
そ
の
背
景
説
明
と
も
な
っ
て
い
る
。

第
七
章
「
米
騒
動
と
そ
の
後
の
社
会
」
で
は
、
当
該
期
最
後
の
大
規
模
な
都
市

暴
動
と
な
っ
た
米
騒
動
と
一
九
二
〇
年
代
初
頭
の
労
働
運
動
が
、
主
に
第
五
章
・

六
章
の
分
析
成
果
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
。
東
京
の
米
騒
動
は
、
先
行

す
る
都
市
暴
動
と
そ
の
特
質
を
同
じ
く
し
、
吉
原
遊
廓
の
襲
撃
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
米
価
高
騰
と
直
結
し
な
い
、
男
性
労
働
者
が
抱
え
こ
ん
だ
疎
外
感
や
承
認
願

望
の
噴
出
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
都
市
暴
動
の
終
息
と
相
前
後
し

て
本
格
化
す
る
労
働
運
動
は
、
そ
の
規
律
化
へ
の
志
向
ゆ
え
に
少
な
か
ら
ぬ
男
性

労
働
者
を
遠
ざ
け
た
も
の
の
、
対
抗
文
化
の
中
核
た
る
「
男
ら
し
さ
」
は
激
し
い

労
働
争
議
に
お
い
て
彼
ら
を
奮
い
立
た
せ
る
効
果
を
発
揮
し
た
と
い
う
。
た
だ
し

総
体
的
な
流
れ
に
対
す
る
著
者
の
見
解
は
、
秩
序
化
に
向
か
う
社
会
の
な
か
で
、

対
抗
文
化
に
根
ざ
し
た
行
為
が
日
の
目
を
見
る
機
会
は
減
り
続
け
、
男
性
労
働
者

の
鬱
屈
は
個
々
の
身
の
う
ち
に
沈
潜
し
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

本
論
部
分
の
最
終
章
た
る
第
八
章
「
朝
鮮
人
虐
殺
の
論
理
」
は
、
男
性
労
働
者

た
ち
の
暴
力
が
、
政
治
的
・
経
済
的
な
強
者
で
は
な
く
、
彼
ら
以
上
の
弱
者
へ
と

向
か
う
瞬
間
を
と
ら
え
た
章
で
あ
る
。
本
章
で
は
裁
判
記
録
に
も
と
づ
い
て
、
東

京
府
南
�
飾
郡
南
綾
瀬
村
で
の
朝
鮮
人
虐
殺
発
生
プ
ロ
セ
ス
が
克
明
に
再
現
さ
れ

る
。
殺
害
を
実
行
し
た
自
警
団
の
ひ
と
つ
は
、
同
村
に
移
住
し
て
間
も
な
い
土
工

グ
ル
ー
プ
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
た
。
一
つ
間
違
え
ば
自
身
が
攻
撃
対
象
と
な
り

か
ね
な
い
と
い
う
恐
怖
が
殺
害
行
為
の
一
因
を
な
し
た
こ
と
、
ま
た
彼
ら
の
義
侠

心
は
、
状
況
如
何
に
よ
っ
て
朝
鮮
人
の
殺
害
に
も
保
護
に
も
向
か
う
も
の
だ
っ
た

こ
と
を
、
著
者
は
指
摘
す
る
。

終
章
「
都
市
暴
動
そ
の
ゆ
く
え
」
で
は
、
各
章
の
議
論
が
ま
と
め
ら
れ
た
う
え

で
、
本
書
が
「
社
会
に
沈
殿
し
た
、
日
常
的
に
は
表
面
化
し
得
な
い
民
衆
の
情
念

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
描
出
す
る
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
改
め
て
確
認
さ
れ
る
。

三

以
上
が
本
書
の
概
要
で
あ
る
。
本
書
に
お
け
る
都
市
暴
動
と
は
、
政
治
的
に
は

非
有
権
者
を
含
む
「
民
衆
」
な
い
し
「
国
民
」
が
政
治
主
体
と
し
て
発
見
さ
れ
る

一
方
、
経
済
的
に
は
下
層
労
働
者
が
さ
ら
な
る
分
解
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
と
い
う
、

二
〇
世
紀
初
頭
の
日
本
を
飲
み
込
む
変
化
の
結
節
点
に
生
じ
た
現
象
で
あ
る
。
政

治
・
生
活
実
践
の
規
律
化
を
促
す
普
選
・
労
働
運
動
が
、
都
市
暴
動
の
主
体
を
排

除
し
遠
ざ
け
る
性
格
を
有
し
た
と
い
う
見
解
は
、
先
行
研
究
に
お
け
る
都
市
暴
動

と
普
選
・
労
働
運
動
の
関
係
づ
け
と
は
明
確
に
異
な
る
。
そ
し
て
こ
の
議
論
の
説

得
性
と
射
程
の
広
さ
を
支
え
る
の
は
、〈
暴
れ
る
民
衆
〉
を
〈
暴
れ
る
若
い
男
性

労
働
者
〉
に
絞
り
込
ん
だ
こ
と
で
捕
捉
可
能
と
な
っ
た
、「
男
ら
し
さ
」
を
中
核
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と
す
る
放
蕩
的
生
活
実
践
で
あ
っ
た
。
本
書
を
通
読
し
た
読
者
は
、
序
章
に
お
け

る
問
題
構
成
や
各
章
の
配
置
が
、
い
か
に
周
到
に
な
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と

と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
並
ん
で
、
議
論
の
各
所
で
認
め
ら
れ
る
の
は
、
物
事
の

両
義
性
、
不
定
形
性
、
刹
那
性
に
対
す
る
、
著
者
の
一
貫
し
た
視
線
で
あ
る
。
主

流
文
化
へ
の
反
逆
姿
勢
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
矜
持
と
深
ま
る
孤
立
、
時
と
し
て

よ
り
周
縁
的
な
存
在
に
向
く
暴
力
、
暴
力
行
使
の
き
っ
か
け
を
つ
く
り
出
す
権
力

関
係
の
揺
ら
ぎ
、
と
い
っ
た
諸
局
面
を
め
ぐ
る
描
写
は
、
そ
の
好
例
と
い
え
る
。

本
書
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
は
敢
え
て
一
つ
に
絞

り
、
人
と
政
治
の
関
わ
り
を
、
明
示
さ
れ
た
政
治
的
要
求
か
ら
離
れ
た
地
点
で
掘

り
下
げ
る
際
に
、
本
書
が
と
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
挙
げ
た
い
。

本
書
で
は
、
運
動
の
組
織
者
が
掲
げ
た
政
治
的
要
求
と
、
組
織
対
象
者
の
政
治

実
践
の
同
一
視
が
、
ま
ず
厳
し
く
退
け
ら
れ
る
。
政
治
運
動
の
組
織
者
と
組
織
対

象
者
（
あ
る
い
は
「
指
導
者
」
と
「
大
衆
」、
本
書
の
表
現
に
よ
れ
ば
「
政
治
集

団
」
と
「
民
衆
」）
の
峻
別
自
体
は
、
と
り
た
て
て
珍
し
い
操
作
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
後
者
の
政
治
実
践
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
前
者
が
代
弁
し
切
れ
な
い
政

治
的
要
求
の
萌
芽
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
権
力
関
係
の
揺
ら
ぎ
を

衝
い
て
噴
き
出
す
暴
力
と
い
う
実
践
の
形
態
自
体
を
問
題
と
し
、
か
か
る
形
態
や

そ
れ
を
用
意
し
た
「
強
烈
な
承
認
願
望
」
を
日
常
生
活
の
な
か
に
見
出
す
と
な
る

と
、
話
は
別
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
戦
前
日
本
の
政
治
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
角

度
か
ら
光
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
は
殆
ど
無
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

か
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
効
果
は
、
本
書
の
主
役
が
代
弁
の
対
象
か
ら
容
易
に
は

じ
き
出
さ
れ
て
し
ま
う
周
縁
的
存
在
で
あ
る
だ
け
に
、
と
り
わ
け
鮮
烈
に
表
れ
て

い
る
。
し
か
し
評
者
の
関
心
に
引
き
つ
け
て
述
べ
れ
ば
、
本
書
が
示
し
た
視
座
は

代
弁
の
対
象
に
含
ま
れ
て
き
た
階
層
の
動
向
を
た
ど
る
際
に
も
同
様
に
重
要
と
な

ろ
う
。
彼
ら
中
上
層
の
人
々
を
捉
え
る
の
は
、
疎
外
感
と
表
裏
を
な
す
承
認
願
望

で
は
な
く
、
承
認
喪
失
へ
の
不
安
や
承
認
強
化
へ
の
期
待
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
そ
れ
も
ま
た
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
個
人
が
世
界
に
居
場
所
を
求
め
て
抱
え

こ
ん
だ
希
望
や
鬱
屈
の
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
一
部
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
覚
の
特
質

や
そ
の
変
転
を
歴
史
的
に
検
討
し
、
公
共
性
や
共
同
性
を
標
榜
し
つ
つ
進
む
活
動

と
の
相
互
作
用
を
問
う
作
業
は
、
政
治
史
研
究
の
課
題
と
し
て
、
よ
り
広
く
取
り

組
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
明
治
期
に
お
け
る
「
慈
善
」、
あ
る
い
は

戦
間
期
以
降
の
「
生
活
」
の
よ
う
な
、
政
治
史
・
社
会
史
両
分
野
か
ら
注
目
さ
れ

て
い
る
概
念
に
つ
い
て
も
、
か
か
る
視
座
に
立
っ
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

れ
ば
、
そ
の
実
り
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
だ
ろ
う
。

一
方
、
内
的
世
界
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
以
上
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
考
察
に

接
し
た
か
っ
た
の
が
、
暴
動
の
季
節
は
暴
力
行
使
の
主
体
が
社
会
に
向
け
る
視
線

を
ど
の
よ
う
に
変
化
さ
せ
た
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

暴
れ
る
民
衆
に
直
面
し
た
政
治
集
団
・
組
織
の
反
応
は
、
暴
動
が
発
生
し
、
利

用
さ
れ
、
抑
止
な
い
し
組
織
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
、
第
三
章
お
よ

び
第
四
章
に
お
い
て
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
暴
れ
た
者
自
身

の
変
化
に
つ
い
て
は
、
意
外
な
ほ
ど
本
書
中
の
言
及
は
少
な
い
。「
沈
潜
す
る

「
噴
火
熱
」」
と
い
う
迫
力
あ
る
展
望
が
本
書
末
尾
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
叙

述
の
位
相
が
本
論
部
分
と
異
な
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
日
常
を
突
き

破
っ
て
暴
れ
る
こ
と
で
に
わ
か
に
世
間
の
注
目
を
浴
び
た
男
性
労
働
者
が
、
あ
る

い
は
こ
う
し
た
視
線
を
意
識
し
始
め
、
あ
る
い
は
新
た
な
政
治
的
役
割
を
与
え
ら

れ
た
時
、
社
会
と
自
己
の
関
係
づ
け
方
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う

か
。こ

の
点
を
掘
り
下
げ
る
た
め
の
手
が
か
り
は
、
一
九
一
〇
年
代
末
か
ら
一
九
二
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〇
年
代
に
か
け
て
生
じ
た
新
た
な
動
き
と
し
て
、
す
で
に
本
書
の
な
か
に
埋
め
込

ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
第
四
章
で
は
、
大
日
本
国
粋
会
に
代
表
さ
れ
る
、
末

端
に
男
性
労
働
者
を
組
み
込
む
右
翼
団
体
の
叢
生
が
指
摘
さ
れ
た
。
第
七
章
で
は
、

激
し
い
労
働
争
議
に
お
い
て
「
男
ら
し
さ
」
が
果
た
し
た
作
用
が
観
察
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
方
向
性
こ
そ
対
照
的
な
も
の
の
、
刹
那
的
な
暴
動
と
は
異
な
る
か
た
ち

の
政
治
実
践
へ
と
足
を
踏
み
出
し
ゆ
く
男
性
労
働
者
の
中
に
、
新
た
に
内
面
化
さ

れ
た
世
界
観
や
脅
威
の
イ
メ
ー
ジ
（「
資
本
階
級
」
に
せ
よ
「
危
険
思
想
」
に
せ

よ
）
を
予
想
す
る
こ
と
は
、
そ
う
強
引
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
ら
が
育
ん
で
き
た

対
抗
文
化
的
な
価
値
体
系
は
、
一
種
の
政
治
意
識
が
形
成
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、

ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
、
同
時
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
こ
う
む
っ
た
の
か
。

〈
日
常
の
生
活
空
間
〉
と
〈
非
日
常
の
政
治
空
間
〉
の
間
に
茫
洋
と
広
が
る
〈
日

常
の
政
治
空
間
〉
の
歴
史
的
変
化
を
考
え
る
た
め
に
も
、
著
者
の
さ
ら
な
る
分
析

に
ふ
れ
た
い
点
で
あ
る
。

以
上
、
内
容
の
要
約
を
踏
ま
え
て
、
本
書
か
ら
受
け
た
示
唆
と
疑
問
を
述
べ
て

き
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
本
書
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
、
権
力
構
造
に
絡
み
取
ら

れ
つ
つ
生
き
抜
く
人
間
の
苦
さ
と
力
強
さ
へ
の
視
線
に
貫
か
れ
た
、
濃
密
な
歴
史

叙
述
で
あ
る
。
本
書
が
さ
ら
に
多
く
の
人
の
手
に
と
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
。

（
二
〇
一
五
年
、
有
志
舎
）

註（
１
）
二
〇
一
八
年
一
月
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
書
評
に
つ
い
て
、
以
下
、
評
者
と

掲
載
誌
を
発
表
順
に
掲
げ
る
。
加
藤
千
香
子
（『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
学
』、
第
一

二
号
、
二
〇
一
六
年
）、
藤
田
貴
士
（『
人
民
の
歴
史
学
』、
第
二
〇
八
号
、

二
〇
一
六
年
）、
中
筋
直
哉
（『
大
原
社
会
問
題
研
究
所
雑
誌
』、
第
六
九
三

号
、
二
〇
一
六
年
）、
兼
子
歩
（『
女
性
史
学
』、
第
二
七
号
、
二
〇
一
七
年
）、

能
川
泰
治
（『
歴
史
評
論
』、
第
八
〇
五
号
、
二
〇
一
七
年
）、
大
門
正
克

（『
民
衆
史
研
究
』、
第
九
三
号
、
二
〇
一
七
年
）。

（
２
）
ア
ン
ド
ル
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
「
戦
前
日
本
の
大
衆
政
治
行
動
と
意
識
を
探
っ

て
―
東
京
に
お
け
る
民
衆
騒
擾
の
研
究
（
一
九
〇
五
〜
一
九
一
八
年
）
―
」

（『
歴
史
学
研
究
』
第
五
六
三
号
、
一
九
八
七
年
）
二
〇
頁
。
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