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棄
民
と
共
同
体 

倉
本
聰
『
北
の
国
か
ら
』
に
思
う 

吉
村
英
夫 

映
画
評
論
家 

 
 
 
 
 

１ 

 

北
海
道
富
良
野
。
父
と
息
子
と
娘
の
三
人
、
彼
ら
を
と
り
ま
く
地
域
共
同

体
の
年
代
記
と
も
い
え
る
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
北
の
国
か
ら
』。
一
九
八
一
年
か

ら
始
ま
っ
た
が
、
や
が
て
視
聴
率
が
三
〇
％
を
超
え
る
ま
で
に
な
っ
て
、
国

民
的
ド
ラ
マ
と
も
い
わ
れ
た
。 

 

父
の
黒
板
五
郎
（
田
中
邦
衛
）、
息
子
の
純
（
吉
岡
秀
隆
）、
娘
の
蛍
（
中

嶋
朋
子
）
が
、
実
に
よ
く
泣
く
。
ポ
ロ
ポ
ロ
涙
を
流
す
。
彼
ら
が
泣
く
と
、

見
て
い
る
私
も
胸
に
迫
る
も
の
が
あ
っ
て
涙
が
止
ま
ら
な
く
な
る
。
口
を
突

き
だ
し
て
喋
る
田
中
邦
衛
が
巧
ま
ず
し
て
ユ
ー
モ
ア
を
醸
し
出
す
し
、
吉
岡

秀
隆
の
二
枚
目
半
的
演
技
で
思
わ
ず
に
や
り
と
す
る
の
だ
が
、
次
の
瞬
間
、

演
技
者
が
泣
き
始
め
、
鑑
賞
者
も
涙
が
流
れ
る
。 

 

こ
れ
だ
け
登
場
人
物
が
泣
き
、
見
て
い
る
者
が
も
ら
い
泣
き
す
る
ド
ラ
マ

を
私
は
さ
し
あ
た
っ
て
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。『
北
の
国
か
ら
』
は
、

連
ド
ラ
修
了
後
に
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
版
が
一
九
八
三
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で

断
続
的
に
つ
く
ら
れ
、
親
子
が
苦
闘
し
て
生
き
る
姿
を
丁
寧
に
描
い
た
。
吉

岡
の
純
が
実
際
の
小
学
生
時
代
か
ら
三
〇
歳
ま
で
の
実
年
齢
を
、
延
々
と
追 

い
か
け
て
い
く
。
ス
ペ
シ
ャ
ル
版
は
合
計
二
五
時
間
以
上
の
大
河
ド
ラ
マ
に

な
っ
た
。
私
は
笑
い
を
ま
じ
え
て
泣
き
に
泣
い
て
見
続
け
た
。
間
隔
を
お
い

て
三
回
く
ら
い
全
編
を
見
て
い
る
が
、
毎
回
、
一
瞬
た
り
と
も
画
面
か
ら
目

を
離
せ
な
か
っ
た
。 

 

日
本
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
史
は
一
九
五
三
年
を
起
点
と
し
て
六
五
年
の
歴

史
を
も
つ
が
、
本
作
は
最
高
の
一
つ
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
作
家
は
、
向

田
邦
子
（『
あ
・
う
ん
』
な
ど
）、
山
田
太
一
（『
ふ
ぞ
ろ
い
の
林
檎
た
ち
』
な

ど
）
と
倉
本
聰
が
代
表
的

で
、
彼
ら
を
超
え
る
作
家

は
今
後
も
出
な
い
と
私
は

変
な
確
信
を
も
っ
て
い

る
。
三
人
は
甲
乙
つ
け
が

た
い
が
、
今
回
、
こ
の
大

長
編
を
堪
能
し
つ
つ
至
福

の
時
間
を
過
ご
し
な
が

ら
、
私
は
、
本
作
と
、
山

田
太
一
『
早
春
ス
ケ
ッ
チ

ブ
ッ
ク
』
が
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ

史
の
二
大
達
成
だ
と
評
価

す
る
こ
と
に
独
り
で
決
め

た
。 

 

吉岡秀隆         中嶋朋子         田中邦衛 
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泣
き
に
泣
く
。
だ
が
泣
く
こ
と
の
意
味
は
二
つ
あ
る
。 

一
は
、
涙
と
と
も
に
、
観
る
者
は
、
心
に
つ
も
っ
た
苦
し
み
や
汚
れ
を
流

し
去
る
。
カ
タ
ル
シ
ス
（
浄
化
作
用
）
で
あ
る
。
二
は
、
怒
り
や
正
義
感
の

よ
う
な
も
の
、
要
す
る
に
大
事
な
も
の
と
し
て
心
の
な
か
で
燃
や
し
続
け
ね

ば
な
ら
ぬ
知
性
を
、
観
客
が
涙
と
と
も
に
流
失
さ
せ
て
し
ま
う
。 

一
と
二
は
逆
方
向
で
あ
る
。
私
た
ち
の
内
面
に
あ
る
、
捨
て
る
べ
き
も
の

も
、
守
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
も
、
涙
の
な
か
に
溶
か
し
て
排
出
さ
せ
る
作
用

が
働
く
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ド
ラ
マ
は
、
二
つ
目
の
マ
イ

ナ
ス
面
に
つ
い
て
、
泣
か
せ
な
が
ら
も
、
大
事
な
も
の
を
消
し
去
っ
て
し
ま

わ
な
い
よ
う
に
、
倉
本
聰
が
周
到
な
配
慮
を
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。 

『
北
の
国
か
ら
』
は
、
息
子
（
純
）
と
娘
（
蛍
）
の
成
長
物
語
で
あ
る
。

貧
し
い
父
親
に
育
て
ら
れ
、
父
親
の
背
中
を
見
て
、
そ
の
誠
実
さ
に
追
い
つ

こ
う
と
す
る
兄
と
妹
の
話
と
し
て
進
行
す
る
。
だ
が
、
兄
妹
と
も
に
、
直
線

的
に
は
成
長
で
き
な
い
。
後
半
の
ス
ペ
シ
ャ
ル
版
は
、
主
に
恋
愛
体
験
で
物

語
は
進
む
が
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
ぐ
る
ぐ
る
同
じ
と
こ
ろ
を
廻
っ
て
い
る
。

実
は
父
親
だ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
人
生
を
歩
い
て
き
た
の
だ
。
愛
を
育
て
て

も
、
成
就
で
き
ず
に
次
の
愛
に
移
っ
て
い
く
。
愛
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
純
は

宮
沢
り
え
と
、
蛍
は
緒
形
直
人
と
の
間
で
、
至
福
の
時
を
持
ち
な
が
ら
も
別

れ
て
、
傷
つ
き
泣
き
崩
れ
て
い
く
。
そ
の
繰
り
返
し
。
い
わ
ば
失
敗
物
語
の

連
続
で
も
あ
る
。
兄
妹
は
成
長
し
て
い
る
の
だ
が
、
同
じ
よ
う
な
失
敗
を
し

て
、
愛
を
完
結
で
き
な
い
。
一
つ
の
愛
の
物
語
を
終
え
た
瞬
間
に
、
兄
も
妹

も
ま
た
ス
タ
ー
ト
地
点
に
戻
っ
て
い
る
。
傷
つ
き
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
兄
と

妹
は
、
ま
た
次
の
愛
に
挑
戦
し
て
い
く
。
人
間
心
理
の
可
逆
性
と
い
う
か
、

愛
の
持
つ
偉
大
さ
か
。
そ
れ
が
二
〇
年
も
続
く
。
見
る
者
は
、
主
人
公
た
ち

が
、
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
か
ら
、
喜
怒
哀
楽
を
見
て
い
て
共
有
す
る
こ
と
に

な
り
、
気
分
を
洗
い
流
し
て
し
ま
え
な
い
の
だ
。 

 

こ
の
ド
ラ
マ
は
サ
ク
セ
ス
（
成
功
）
ス
ト
ー
リ
ー
で
は
な
い
。
こ
れ
は
重

要
で
あ
る
。
彼
ら
は
金
持
ち
に
な
ろ
う
と
し
な
い
、
さ
さ
や
か
な
上
昇
志
向

的
な
も
の
は
出
て
く
る
が
、
立
身
出
世
的
な
夢
は
も
っ
て
い
な
い
。
あ
る
い

は
そ
の
よ
う
な
位
置
に
作
者
は
彼
ら
を
置
こ
う
と
し
な
い
。
市
井
の
名
も
な

き
民
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
悠
久
な
人
類
の
歴
史
の
な
か
で
の
派
手
な
ド
リ
ー

ム
に
は
本
質
的
に
、
作
者
倉
本
は
興
味
を
示
さ
な
い
。
こ
こ
に
『
北
の
国
か

ら
』
の
決
定
的
な
魅
力
が
あ
る
。
成
長
を
め
ざ
し
て
失
敗
を
繰
り
返
す
兄
と

妹
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
物
質
的
に
は
貧
し
い
。
純
は
廃
品
処
分
場
の

「
元
・
文
明
の
利
器
」（
捨
て
ら
れ
た
家
具
や
電
器
製
品
）
を
再
利
用
す
る
こ

と
で
、
ま
ず
は
決
定
的
不
満
を
も
つ
に
至
ら
な
い
。
カ
ネ
と
出
世
を
求
め
て

生
き
る
姿
勢
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
普
通
の
」
ヒ
ト
と
し
て
、
普
通
の

オ
ト
ナ
に
な
ろ
う
と
し
て
生
き
て
い
る
。
観
る
者
は
、
彼
ら
の
背
丈
に
応
じ

た
ひ
た
む
き
さ
と
必
死
さ
に
涙
す
る
こ
と
に
な
る
。
倉
本
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
・

ア
ン
ド
・
ビ
ル
ド
方
式
的
な
も
の
と
し
て
の
高
度
成
長
に
対
す
る
批
判
は
、

こ
こ
に
も
あ
る
。 
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最
終
章
の
長
尺
ス
ペ
シ
ャ
ル
版
タ
イ
ト
ル
は
「
遺
言
」。
そ
こ
で
は
、
父
が

子
ど
も
に
残
す
も
の
が
何
か
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
ラ
ス
ト
の
、
父

親
黒
板
五
郎
の
、
息
子
と
娘
に
の
こ
す
言
葉
を
写
し
と
っ
て
お
こ
う
。「
カ
ネ

な
ん
か
望
む
な
。
幸
せ
を
見
ろ
。
こ
こ
（
富
良
野
）
に
は
何
も
な
い
が
自
然

だ
け
は
あ
る
。
…
謙
虚
に
つ
つ
ま
し
く
生
き
ろ
。
そ
れ
が
父
さ
ん
の
お
ま
え

ら
へ
の
遺
言
だ
」
。
財
産
や
地
位
や
名
誉
な
ど
は
皆
無
で
あ
る
。
「
負
け
組
」

の
矜
持
な
ど
と
、
し
か
し
観
る
者
は
思
っ
た
り
し
な
い
。 

 

北
海
道
の
自
然
を
き
れ
い
に
写
し
撮
っ
て
い
る
。
冬
の
厳
し
い
寒
さ
も
リ

ア
ル
で
怖
く
て
美
し
い
。
春
や
秋
の
、
さ
ら
に
は
ラ
ベ
ン
ダ
ー
の
時
期
の
自

然
の
姿
も
叙
情
味
豊
か
で
す
ば
ら
し
い
。
さ
だ
ま
さ
し
の
歌
詞
の
な
い
有
名

な
テ
ー
マ
音
楽
の
旋
律
を
バ
ッ
ク
に
し
て
画
面
を
見
て
い
る
だ
け
で
も
、
豊

か
な
時
間
を
も
つ
思
い
で
堪
能
で
き
る
。 

 
 
 
 
 

３ 

こ
こ
ま
で
書
い
た
も
の
が
私
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
埋
も
れ
て
い
た
の

を
見
つ
け
た
も
の
の
、
こ
の
小
誌
の
穴
埋
め
に
す
る
に
は
、
い
さ
さ
か
物
足

り
な
い
と
考
え
た
り
し
て
い
た
。
そ
ん
な
と
き
、
今
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
が
、 

新
聞
の
片
隅
だ
っ
た
か
に
、『
北
の
国
か
ら
』
で
倉
本
聰
は
、
国
家
の
「
棄 き

民 み
ん

」 

政
策
を
撃
っ
て
い
る
と
い
っ
た
意
味
の
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
新
し
い
視

点
を
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
あ
あ
、
そ
う
な
の
だ
。
高
度
成
長
期

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
か
ら
北
海
道
の
、
電
気
も
水
道
も
な
い
辺
地
へ
追

い
つ
め
ら
れ
て
い
っ
た
家
族
の
物
語
は
、
明
ら
か
に
脱
落
一
家
の
凄
惨
な
敗

北
記
そ
の
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
自
立
の
た
め
の
奮
闘
記
で
あ
る
と
と
も

に
、
本
作
は
、
こ
の
日
本
国
の
高
度
成
長
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
の
意

味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
、
改
め
て
思
い
を
い
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。 

新
世
紀
に
入
っ
て
、
格
差
社
会
が
さ
ら
に
進
行
し
、「
勝
ち
組
」
と
「
負
け

組
」
が
あ
り
、
富
の
偏
在
は
、
必
然
の
結
果
で
あ
る
よ
う
に
肯
定
的
に
語
ら

れ
る
風
潮
が
で
き
た
。
勝
つ
者
と
負
け
る
者
が
あ
る
の
は
理
に
も
情
に
も
か

な
う
と
、
国
民
は
い
つ
し
か
頭
に
叩
き
込
ま
れ
た
。 

世
界
で
い
え
ば
、
超
富
豪
四
二
人
の
資
産
合
計
は
、
貧
窮
者
三
七
億
人
の

合
計
と
同
じ
だ
と
い
う
統
計
が
あ
る
と
い
う
。
四
二
対
三
七
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
八
八
〇
〇
〇
〇
〇
〇
人
分
を
一
人
が
持
つ
。

意
図
的
に
ゼ
ロ
多
く
し
て
書
き
直
し
て
み
て
も
、
わ
れ
ら
生
活
者
の
リ
ア
リ

ズ
ム
を
は
る
か
に
超
え
て
お
り
、
も
う
怒
り
を
結
集
し
て
、
こ
の
現
実
を
ど

う
に
か
し
よ
う
と
考
え
る
気
分
を
雲
散
霧
消
さ
せ
て
し
ま
う
。
む
ろ
ん
、
本

年
に
な
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
某
超
大
企
業
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
が
、
三
七
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
円
の
寄
附
を
し
た
と
報
じ
ら
れ
て
も
感
動
の
し
よ
う
が
な
い
。
富
の
配

分
の
あ
り
よ
う
を
根
本
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
現
実
的
風
潮
は
生
ま
れ
て

こ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
ン
ド
リ
ー
ム
の
結
実
で
あ
る
と
諦
め
て
し
ま
う
。
日
本

国
に
世
界
の
富
豪
四
二
人
の
な
か
に
入
っ
て
い
る
人
物
は
い
る
の
か
ど
う

か
に
、
い
さ
さ
か
の
興
味
を
持
つ
者
は
い
る
だ
ろ
う
が
、
日
本
の
格
差
は
世

界
に
比
し
て
ま
だ
マ
シ
で
あ
ろ
う
と
合
点
し
て
諦
め
て
し
ま
う
の
が
現
実

だ
ろ
う
。 
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と
も
あ
れ
、
決
定
的
な
格
差
社
会
に
な
り
、
そ
の
格
差
は
拡
大
す
る
こ
と

は
あ
っ
て
も
是
正
さ
れ
る
方
向
に
は
な
い
。
主
権
者
が
、
富
の
偏
在
を
是
正

す
べ
し
と
の
動
き
は
、
ほ
と
ん
ど
現
実
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
せ
い
ぜ
い
犬

の
遠
吠
え
に
し
か
聞
こ
え
な
い
。
だ
が
、
富
の
偏
在
は
、
必
然
的
に
切
り
捨

て
ら
れ
た
個
人
や
家
族
を
つ
く
り
だ
す
。
切
り
捨
て
ら
れ
た
者
の
顕
著
な
例

が
「
棄
民
」
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
う
い
う
「
棄
民
」
や
、
棄
民
な
ど
と
は

ま
っ
た
く
意
識
し
て
い
な
い
多
数
の
、
は
じ
か
れ
た
人
々
が
、
い
わ
ば
「
富

の
集
中
」
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
ま
す
ま
す

対
極
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
現
代
日
本
で
あ
る
。
む
ろ
ん
世
界
の
現
実
で

も
あ
る
。 

            

 
 
 
 

４ 

倉
本
聰
が
昨
二
〇
一
七
年
の
「
昼
の
小
説
」
的
連
ド
ラ
『
や
す
ら
ぎ
の
郷
』

で
、
主
人
公
の
石
坂
浩
二
に
、
終
始
タ
バ
コ
を
吸
わ
せ
て
、
タ
バ
コ
を
吸
う

権
利
を
剥
奪
す
る
世
の
風
潮
に
反
発
し
て
み
せ
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。

（
私
は
正
味
一
五
分
全
一
三
〇
回
を
欠
か
さ
ず
に
見
た
）
。
タ
バ
コ
嫌
い
の

私
だ
が
、
拍
手
喝
采
し
た
。
国
中
が
自
動
車
の
排
気
ガ
ス
を
否
応
な
く
吸
わ

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
現
実
で
あ
る
。
電
気
自
動
車
と
か
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
と
か
で
帳
消
し
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
タ
バ
コ
に

つ
い
て
は
、
執
拗
に
喫
煙
の
自
由
に
抑
圧
を
加
え
て
い
る
。
タ
バ
コ
の
害
毒

が
強
調
さ
れ
る
。
前
世
紀
、
喫
煙
が
有
害
で
あ
る
こ
と
は
次
第
に
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
が
、
と
り
わ
け
て
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
強
制
力

を
も
っ
て
嫌
煙
が
叫
ば
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
は
い
っ
て
な
か
っ
た
。
喫
煙
者
を

援
護
射
撃
す
る
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
が
、
自
動
車
な
ど
の
有
毒
ガ
ス
に
つ
い

て
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
喫
煙
者
の
過
度
の
排
除
は
、
弱
い
者

い
じ
め
の
よ
う
に
思
え
る
。
映
画
愛
好
の
徒
で
あ
る
私
は
、
ア
メ
リ
カ
の
先

住
民
を
、
保
護
す
る
と
い
う
名
目
で
居
留
地
に
追
い
つ
め
て
い
き
、
徹
底
し

て
少
数
民
族
を
い
た
め
つ
け
た
ア
メ
リ
カ
史
を
想
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
ジ

ョ
ン
・
フ
ォ
ー
ド
の
『
シ
ャ
イ
ア
ン
』
を
思
い
出
せ
ば
よ
く
わ
か
る
。
ケ
ビ

ン
・
コ
ス
ナ
ー
の
『
ダ
ン
ス
・
ウ
イ
ズ
・
ウ
ル
ブ
ズ
』
が
白
人
中
心
史
観
へ

の
挑
戦
で
あ
っ
た
の
を
思
い
出
す
こ
と
も
で
き
る
。
禁
煙
の
強
制
は
、
ネ
イ

テ
ィ
ブ
排
除
と
、
私
の
な
か
で
重
な
る
。 

と
も
あ
れ
喫
煙
者
へ
の
対
応
は
、
ど
こ
か
に
弱
い
者
い
じ
め
の
匂
い
が
す
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る
。
ひ
が
み
根
性
に
は
違
い
な
い
。
だ
が
倉
本
の
、
喫
煙
擁
護
＆
少
数
者
の

意
地
と
、『
北
の
国
か
ら
』
の
棄
民
批
判
と
に
は
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
よ
う

に
思
え
る
。
そ
れ
は
現
代
の
格
差
社
会
の
無
制
限
な
拡
大
へ
の
異
議
申
し
立

て
と
同
質
的
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
倉
本
の
「
泣
き
」
の
人
情

話
ド
ラ
マ
に
は
、
本
人
に
ど
れ
だ
け
の
意
識
な
り
理
論
が
あ
る
か
は
知
り
よ

う
が
な
い
が
、
高
度
成
長
期
か
ら
今
に
続
く
、
我
々
の
国
家
へ
の
ウ
ラ
ミ
ツ

ラ
ミ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
、
今
に
し
て
思
い
あ
た
る
。
す
く
な
く
と

も
棄
民
さ
れ
た
人
た
ち
へ
の
連
帯
の
気
分
が
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
少

数
者
か
ら
の
、
非
論
理
的
で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
の
、
大
き
な
国
家

意
志
と
の
強
い
違
和
感
が
、『
北
の
国
か
ら
』
の
底
か
ら
匂
っ
て
く
る
。
い
ま

再
見
す
る
と
そ
れ
が
よ
く
理
解
で
き
る
。 

戦
前
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ュ
ビ
ビ
エ
監
督
、
ル
イ
・
ジ
ュ
ー
ヴ
ェ
主
演
の

名
作
フ
ラ
ン
ス
映
画
『
旅
路
の
果
て
』
に
も
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
こ
の
倉
本

の
シ
ナ
リ
オ
『
や
す
ら
ぎ
の
郷
』
は
、
は
じ
め
『
北
の
国
か
ら
』
を
製
作
し

た
フ
ジ
テ
レ
ビ
に
持
ち
込
ま
れ
た
が
、
フ
ジ
は
蹴
っ
た
、
と
某
週
刊
誌
が
書

い
て
い
る
。
な
ん
と
な
く
わ
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

 

５ 

黒
板
一
家
は
，
棄
民
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
が
、
富
良
野
で
は
地
域
共

同
体
の
連
帯
の
な
か
に
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
回
復
へ
の
契

機
を
得
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
東
京
で
五
郎
は
、
密
度

の
高
い
人
の
群
の
な
か
で
生
き
て
い
た
が
、
ば
ら
ば
ら
に
解
体
さ
れ
た
都
会

人
と
の
人
間
的
な
つ
な
が
り
は
築
け
な
か
っ
た
。
群
衆
の
な
か
の
孤
独
な
生

活
の
な
か
で
、
妻
（
い
し
だ
あ
ゆ
み
）
は
、
他
の
男
の
と
こ
ろ
に
は
し
り
、

日
銭
を
稼
ぐ
よ
う
な
日
常
の
な
か
で
、
連
帯
と
は
対
極
の
生
活
に
追
い
こ
ま 

れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
原
因
で
北
海
道
へ
の
逃
散

ち
ょ
う
さ
ん

的
帰
郷
と
な
る
。
ふ
る
さ 

と
帰
り
と
い
う
流
刑
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
棄
民
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ

た
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
黒
板
一
家
は
、
電
気
も
水
道
も
な
く
、

住
居
さ
え
ま
ま
な
ら
ぬ
な
か
で
、
自
立
し
よ
う
と
し
て
の
努
力
が
あ
っ
て
、

そ
こ
に
地
域
が
力
を
貸
し
，
彼
ら
一
家
は
地
域
共
同
体
の
一
角
に
確
か
な
位

置
を
築
き
あ
げ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

国
家
か
ら
は
「
棄
民
」
さ
れ
た
が
、
さ
さ
や
か
な
北
辺
の
地
域
の
共
同
体

が
黒
板
一
家
を
再
生
さ
せ
、「
棄
民
」
か
ら
「
地
域
共
同
体
」
の
な
か
に
生
き

る
方
向
を
見
つ
け
さ
せ
る
に
い
た
る
。
国
家
に
捨
て
ら
れ
た
棄
民
た
ち
が
、

国
家
に
対
峙
し
た
地
域
共
同
体
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間

性
を
解
体
し
て
い
っ
た
高
度
成
長
社
会
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
は
あ
る
。
だ 

が
畢
竟

ひ
っ
き
ょ
う

、
地
方
は
中
央
に
勝
て
な
い
社
会
構
造
で
あ
り
、
小
共
同
体
が
国
家 

に
勝
利
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
も
自
明
で
あ
る
。
格
差
は
拡
大
し
、

地
域
は
つ
ぶ
さ
れ
、
老
い
て
連
帯
は
も
ち
こ
た
え
ら
れ
な
く
な
る
の
が
現
実

で
あ
る
。
老
い
れ
ば
棄
民
さ
れ
「
無
縁
社
会
」
に
突
き
落
と
さ
れ
る
。
山
田

洋
次
が
『
家
族
は
つ
ら
い
よ
２
』
で
描
い
た
小
林
稔
侍
も
、
現
代
日
本
に
お

け
る
「
棄
民
」
の
一
人
で
あ
る
。 

 
 
 
 

６ 

私
自
身
、
戦
後
、
み
ず
か
ら
の
内
面
で
築
き
あ
げ
て
き
た
、
い
わ
ば
「
民
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主
的
」
価
値
観
が
、
根
底
か
ら
崩
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
思
え
る
現
今
で
あ
る
。

わ
れ
人
と
も
に
た
ず
さ
え
て
「
国
家
的
な
も
の
」
と
対
峙
す
る
気
力
、
体
力
、

知
力
を
な
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
暗
澹
た
る
気
分
に
陥
る
こ
と
が
多

い
。
だ
が
、
一
回
限
り
の
命
だ
か
ら
、
老
い
た
者
は
、
や
が
て
遠
く
な
い
時

期
に
消
滅
す
る
。
そ
し
て
忘
れ
ら
れ
て
い
く
。
そ
れ
で
よ
い
の
に
違
い
な
い
。 

だ
が
倉
本
の
「
タ
バ
コ
」
へ
の
執
念
に
対
応
で
き
る
最
後
屁
（
さ
い
ご
っ

ぺ
）
を
、
私
た
ち
ロ
ー
ト
ル
は
放
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
い
や
、
小

さ
な
放
屁
が
集
ま
っ
て
点
火
し
た
ら
火
が
つ
い
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

追
究
し
た
ら
痛
快
で
は
な
い
か
。
犬
童
一
心
演
出
の
『
死
に
花
』
の
よ
う
に

銀
行
強
盗
を
し
て
人
生
最
後
の
「
花
」
を
咲
か
せ
よ
う
な
ど
と
は
さ
ら
さ
ら

思
わ
な
い
し
、
黒
板
五
郎
で
は
な
い
が
、
い
ま
さ
ら
「
カ
ネ
な
ど
望
む
」
は

ず
も
な
い
が
、「
最
後
屁
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
は
な
ん
と
な
く
惹
か
れ
る
。 

 

お
ー
い
、
朝
起
き
て
も
、
す
る
こ
と
が
な
く
て
、
日
向

ひ

な

た

ぼ
っ
こ
し
て
い
る
、 

そ
こ
の
み
な
さ
ん
、
退
屈
な
毎
日
か
ら
解
放
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
痛
快
な

こ
と
、
あ
り
ま
せ
ん
か
ね
。 

 （
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
『
北
の
国
か
ら
』 

脚
本
／
倉
本
聰 

演
出
／
杉
田
成
道
ほ
か 

音
楽

／
さ
だ
ま
さ
し 

主
演
／
田
中
邦
衛
、
吉
岡
秀
隆
、
中
嶋
朋
子
、
地
井
武
男
、
岩
城
滉

一 

連
ド
ラ
と
し
て
一
九
八
一
年
か
ら
一
年
間
二
四
回
、
ス
ペ
シ
ャ
ル
版
と
し
て
一
九

八
三
か
ら
二
〇
〇
二
年
ま
で
長
編
八
編
フ
ジ
テ
レ
ビ
製
作
） 

黒
澤
明
『
生
き
る
』
考 

 
 
 

長
谷
川
哲
也 

三
重
フ
ェ
ス 

 

１
９
５
２
年 

１
４
３
分 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

監
督 

黒
澤
明 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

脚
本 

黒
澤
明
・
小
国
英
雄
・
橋
本
忍 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

出
演 

志
村
喬 

 

 

官
僚
社
会
を
痛
烈
に
批
判
し
た
作
品
で
あ
る
。
第
２
６
回
キ
ネ
マ
旬
報
ベ

ス
ト
・
テ
ン
第
１
位
。
昭
和
２
７
年
度
芸
術
祭
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。 

主
人
公
は
あ
る
市
役
所
の
市
民
課
の
課
長
。
冒
頭
、
物
凄
い
量
の
書
類
の

山
に
囲
ま
れ
た
環
境
の
中
で
、
ひ
た
す
ら
ハ
ン
コ
を
押
し
続
け
、
無
意
味
に

時
間
を
過
ご
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
、
数
人
の
主
婦

達
が
「
地
元
に
あ
る
空
き
地
は
水
は
け
が
悪
く
、
害
虫
も
発
生
す
る
の
で
、

子
ど
も
た
ち
が
安
心
し
て
遊
べ
る
児
童
公
園
に
し
て
ほ
し
い
」
と
、
陳
情
に

訪
れ
る
。
窓
口
で
受
け
付
け
た
職
員
は
、
上
司
に
相
談
し
た
後
、「
そ
の
お
話

で
し
た
ら
土
木
課
へ
ど
う
ぞ
」
と
他
の
課
を
紹
介
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
前

例
が
な
い
仕
事
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
が
ら
な
い
役
所
の
体
質
を
ま
ず
描
き

出
し
て
い
る
。
土
木
課
以
降
、
回
さ
れ
た
課
・
係
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

公
園
課
→
保
健
所
→
衛
生
課
→
環
境
衛
生
係
→
予
防
課
→
防
疫
係
→
虫
疫

係
→
下
水
課
→
道
路
課
→
都
市
計
画
部
→
区
画
整
理
課
→
消
防
署
→
児
童

福
祉
係
→
市
会
議
員
→
助
役
→
再
び
市
民
課
へ
。「
野
良
犬
」
で
、
若
い
刑
事

（
三
船
敏
郎
）
が
手
掛
か
り
を
求
め
て
、
闇
市
や
焼
け
跡
の
町
を
ひ
た
す
ら
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歩
き
続
け
た
よ
う
に
、
黒
澤
演
出
は
、
こ
れ
で
も
か
と
い
っ
た
具
合
に
た
く

さ
ん
の
課
・
係
を
回
ら
せ
て
い
る
。
役
所
の
仕
打
ち
に
主
婦
た
ち
は
怒
っ
て

立
ち
去
っ
て
し
ま
う
。 

そ
の
後
、
体
調
不
良
か
ら
病
院
を
訪
れ
た
市
民
課
長
は
医
師
か
ら
胃
潰
瘍

だ
と
告
げ
ら
れ
る
が
、
待
合
室
に
い
た
患
者
と
話
し
て
い
る
う
ち
に
、
胃
潰

瘍
で
は
な
く
、
胃
癌
で
余
命
い
く
ば
く
も
な
い
こ
と
を
悟
る
。
初
め
て
死
を

意
識
し
た
市
民
課
長
は
、
呆
然
自
棄
と
な
り
、
役
所
を
欠
勤
し
街
を
さ
ま
よ

う
。
し
か
し
、
彼
の
胸
中
を
埋
め
る
も
の
は
何
処
に
も
な
い
。
息
子
夫
婦
と

同
居
し
て
い
る
家
庭
に
さ
え
も
（
妻
は
息
子
が
幼
い
頃
に
他
界
）。 

あ
る
日
、
役
所
を
辞
め
て
玩
具
会
社
に
転
職
し
て
い
た
部
下
の
女
性
と
偶

然
出
く
わ
し
、
何
度
か
一
緒
に
時
を
過
ご
す
よ
う
に
な
る
。
女
性
は
自
分
が

工
場
で
作
っ
て
い
る
玩
具
を
見
せ
て
「
あ
な
た
も
何
か
作
っ
て
み
た
ら
」
と

言
っ
た
。
そ
の
言
葉
に
心
を
動
か
さ
れ
た
市
民
課
長
は
「
ま
だ
出
来
る
こ
と

が
あ
る
」
と
気
づ
き
、
次
の
日
市
役
所
に
復
帰
し
、
児
童
公
園
建
設
に
向
け

て
、
市
役
所
内
を
奔
走
す
る 

そ
れ
か
ら
５
ヶ
月
後
、
市
民
課
長
は
亡
く
な
っ
た
。
通
夜
の
席
で
は
、
役

所
に
復
帰
し
た
あ
と
の
市
民
課
長
の
性
格
が
変
わ
っ
た
よ
う
な
行
動
が
話

題
に
の
ぼ
り
、
原
因
を
追
究
し
始
め
る
。
そ
の
う
ち
、
助
役
た
ち
市
の
幹
部

が
退
出
す
る
と
、
部
下
た
ち
は
、
公
園
完
成
に
向
け
て
の
頑
張
り
は
、
死
を

覚
悟
し
た
市
民
課
長
が
最
後
の
大
仕
事
と
し
て
成
し
遂
げ
る
た
め
の
も
の

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
言
い
換
え
れ
ば
、
生
き
て
い
た
証
を
残
し
た
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
結
論
に
辿
り
着
く
。
市
民
課
長
の
美
談
が
描
か
れ

て
物
語
が
終
了
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
脚
本
を
担
当

し
た
黒
澤
明
・
小
国
英
雄
・
橋
本
忍
た
ち
は
こ
こ
で
終
わ
ら
せ
な
い
。 

お
酒
が
だ
い
ぶ
ま
わ
っ
て
き
た
部
下
た
ち
は
更
に
続
け
る
。
日
頃
か
ら
感

じ
て
い
る
「
お
役
所
仕
事
」
に
対
す
る
愚
痴
等
を
吐
き
出
す
の
で
あ
る
。
通

夜
の
場
面
よ
り
主
役
は
市
民
課
長
（
志
村
喬
）
か
ら
、
藤
原
釜
足
ら
部
下
た

ち
へ
交
代
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
公
園
の
ゴ
ミ
箱
が
紙
屑
で
い
っ
ぱ
い
に
な

っ
た
の
で
、
そ
れ
を
役
所
が
処
理
し
よ
う
と
思
っ
た
ら
、
そ
の
紙
屑
と
同
じ

量
の
書
類
が
必
要
」
と
い
う
、
名
セ
リ
フ
が
飛
び
出
す
。 

役
所
の
仕
事
は
、
担
当
が
独
自
の
判
断
に
も
と
づ
い
て
行
っ
て
い
く
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
仕
事
を
行
う
場
合
は
、
ま
ず
、
担
当
者
が
「
起
案
」
と

い
う
伺
い
文
書
を
作
成
し
て
回
す
。
複
数
の
同
僚
は
、
そ
の
起
案
文
書
を
読

み
、
よ
け
れ
ば
承
認
し
て
、
次
々
に
回
し
て
い
く
。
最
終
的
に
決
裁
者
（
課

長
級
以
上
）
が
了
解
し
た
時
点
で
、
そ
の
仕
事
に
と
り
か
か
る
こ
と
が
出
来

る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
起
案
文
書
に
は
何
枚
か
の
書
類
が
必
要
と

な
る
。
こ
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
ゴ
ミ
箱
の
場
所
を
示
す
地
図
、

ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
を
記
載
し
た
文
書
（
仕
様
書
）、
か
か
る
経
費
と
積

算
根
拠
を
記
載
し
た
文
書
（
設
計
書
）
な
ど
で
あ
る
。
起
案
文
書
に
対
し
て
、

承
認
・
決
裁
を
し
た
者
は
そ
の
証
と
し
て
、
印
鑑
を
押
し
て
い
く
。
部
下
役

の
田
中
春
夫
が
「
は
ん
こ
、
は
ん
こ
」
と
、
投
げ
捨
て
る
よ
う
に
連
呼
し
て

い
た
の
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。 

こ
の
映
画
が
製
作
さ
れ
て
か
ら
、
７
０
年
近
く
が
経
過
し
、
役
所
内
の
風

土
も
様
変
わ
り
を
し
た
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
は
そ
う
と
も
言
え
な
い
状
況
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も
あ
る
よ
う
に
う
か
が
え
る
。
以
下
の
項
目
に
し
た
が
っ
て
考
え
て
み
た
い
。 

決
裁
方
法 

現
在
、
多
く
の
役
所
で
は
一
人
に
一
台
パ
ソ
コ
ン
が
導
入
さ

れ
て
、
休
暇
届
・
出
張
届
な
ど
、
一
部
で
電
子
決
裁
シ
ス
テ
ム
が
採
用
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
依
然
、
紙
を
使
っ
て
決
裁
が
採
ら
れ
て

い
る
場
合
が
多
い
。 

市
の
教
育
委
員
会
に
勤
務
し
て
い
た
折
、
あ
る
自
治
会
か
ら
教
育
委
員
会

が
管
理
す
る
土
地
が
少
し
空
い
て
い
た
の
で
、
そ
こ
へ
簡
易
物
置
を
置
か
せ

て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
。
市
の
土
地
は
市
長
名
義
な
の
で
、
許
可

を
と
る
た
め
、
必
要
書
類
を
添
付
し
て
起
案
を
上
げ
た
。
約
２
週
間
後
に
そ

の
書
類
が
手
元
に
戻
っ
て
き
て
、
押
さ
れ
て
い
た
印
鑑
の
多
さ
に
驚
い
た
こ

と
が
あ
っ
た
。
起
案
か
ら
決
裁
ま
で
約
２
週
間
か
か
っ
た
の
は
、
承
認
者
が

自
席
に
い
れ
ば
す
ぐ
に
押
印
可
能
で
あ
る
が
、
出
張
や
休
暇
等
で
い
な
い
場

合
は
承
認
が
遅
れ
る
。「
お
役
所
仕
事
は
日
数
が
か
か
る
」
と
よ
く
言
わ
れ
る

の
は
こ
の
所
以
で
あ
る
。 

 
 

前
例
主
義 

実
績
の
な
い
事
案
に
取
り
組
む
場
合
は
、
試
行
錯
誤
を
繰
り

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
様
々
な
部
署
へ
調
整
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
な
ど
、
加
重
負
担
と
な
る
た
め
、
現
在
で
も
避
け
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。 

縄
張
り
主
義 

事
案
が
所
属
す
る
課
の
所
管
事
項
に
あ
わ
な
い
と
き
は
、

該
当
す
る
別
の
課
へ
回
す
。
ま
た
、
隣
の
課
の
業
務
に
つ
い
て
詳
し
く
知
ら

な
い
。「
縦
割
り
行
政
」
と
批
判
を
受
け
て
後
は
、「
市
民
・
県
民
に
と
っ
て

課
や
係
は
関
係
な
い
。『
オ
ー
ル
役
所
』『
オ
ー
ル
県
庁
』
で
取
り
組
め
。
課

を
超
え
て
横
断
的
に
仕
事
を
こ
な
せ
」
な
ど
、
上
層
部
か
ら
指
示
が
き
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
十
分
に
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
よ
う

に
思
え
る
。 

物
理
的
環
境 

映
画
の
中
で
は
、
書
類
が
紐
で
直
に
綴
じ
ら
れ
周
囲
に
山

積
み
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
は
フ
ァ
イ
ル
に
綴
じ
ら
れ
管
理
さ
れ
、
保
存
期

間
が
過
ぎ
る
と
廃
棄
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
、
近
々
に
作
成
し
た
も
の
に
つ

い
て
は
周
り
に
置
く
た
め
、
そ
れ
が
執
務
ス
ペ
ー
ス
を
圧
迫
し
て
い
る
。
そ

の
光
景
は
、
映
画
の
場
面
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
役
所
内
の
風
土
は
、
こ
の
映
画
が
製
作
さ
れ

た
頃
と
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
製
作
に

あ
た
り
、
よ
く
も
こ
れ
だ
け
役
所
内
の
こ
と
を
調
べ
あ
げ
、
練
り
に
練
っ
た

脚
本
を
つ
く
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
か
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
現
在
も
こ
の

作
品
が
色
あ
せ
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
と
思
う
。
平
成
１
９
年
、
テ

レ
ビ
朝
日
が
、
９
代
目
松
本
幸
四
郎
主
演
で
リ
メ
ー
ク
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

松
本
幸
四
郎
で
は
、
志
村
喬
ほ
ど
の
味
わ
い
深
さ
を
表
現
出
来
ず
、
ミ
ス
キ

ャ
ス
ト
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
も
、「
ゴ
ミ
箱
の
紙
屑
処
理
」
の
セ
リ

フ
が
欠
落
し
て
い
た
。
リ
メ
ー
ク
に
挑
む
場
合
は
、
も
っ
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
作

品
を
読
み
込
む
べ
き
で
あ
る
。 

 
 


