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一

　
十
四
五
歳
の
頃
、
私
は
陸
軍
幼
年
学
校
の
生
徒
で
あ
つ
た
が
、
そ
う
い
う

学
校
へ
な
ぜ
は
い
つ
た
か
、
そ
の
理
由
は
こ
こ
で
は
述
べ
な
い
こ
と
に
し
て
、

と
に
か
く
、
将
来
軍
人
と
し
て
身
を
立
て
る
覚
悟
で
、
お
お
む
ね
ド
イ
ツ
式

を
採
り
入
れ
た
こ
の
学
校
の
寮
生
活
を
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
中
学
校
程
度
の
学
課
の
ほ
か
に
、
実
課
（
或
は
術
科
か
）
と
称
せ
ら
れ

る
軍
事
的
な
初
歩
訓
練
が
行
わ
れ
、
こ
と
に
、
訓
育
と
呼
ば
れ
る
日
常
の
生

活
規
律
は
一
般
兵
営
の
そ
れ
よ
り
は
細
か
く
、
か
つ
、
厳
し
く
、
い
く
ぶ
ん

「
貴
族
的
」
と
で
も
云
う
べ
き
作
法
を
主
に
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
訓
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育
の
任
に
当
る
の
は
生
徒
監
で
、
尉
官
級
の
云
わ
ば
先
輩
、
自
分
ら
が
か
つ

て
仕
込
ま
れ
た
と
お
り
に
後
輩
を
仕
込
も
う
と
い
う
一
念
以
外
に
な
に
も
な

い
、
単
純
律
義
な
指
導
者
で
あ
つ
た
。

　
そ
れ
は
そ
う
と
、
私
の
い
た
時
分
に
は
、
生
徒
お
の
お
の
に
毎
日
「
反
省

録
」
と
い
う
も
の
を
書
か
せ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
て
、
一
日
の
行
為
、
想
念

を
通
じ
て
、
「
将
校
生
徒
」
た
る
に
恥
じ
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ど
う
か
を
省

み
、
自
己
此
判
を
「
正
直
」
に
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
ゝ
る
強
制
が
如
何
な
る
結
果
を
生
む
か
は
、
或
る
種
の
教
育
者
を
除
い

て
は
、
明
か
に
想
像
し
得
る
に
違
い
な
い
。
し
か
も
、
肝
腎
な
こ
と
は
、
こ

れ
を
誰
に
読
ま
せ
る
か
と
云
え
ば
、
そ
の
単
純
律
義
な
生
徒
監
に
で
あ
り
、

多
少
物
わ
か
り
の
い
ゝ
兄
貴
風
を
吹
か
す
半
面
、
極
め
て
先
入
見
の
囚
と
な
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り
易
い
頭
脳
の
持
主
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ
て
い
た
。
か
の
信
者
の
ザ
ン
ゲ

を
聴
聞
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
僧
の
風
貌
を
私
は
知
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
わ
が
生
徒

監
の
背
後
に
は
、
万
能
の
神
の
代
り
に
、
立
身
出
世
の
鬼
が
口
を
ひ
ろ
げ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
秀
才
は
秀
才
ら
し
く
、
鈍
根
は
鈍
根
ら
し
く
、
己
れ
の
反
省
の
正
し
く
、

美
し
く
み
え
ん
こ
と
を
、
こ
れ
努
め
る
風
情
は
、
ま
こ
と
に
い
じ
ら
し
い
も

の
で
あ
つ
た
。
　
　
今
日
は
代
数
の
時
間
に
つ
い
計
算
に
気
を
と
ら
れ
て
姿

勢
が
わ
る
く
な
つ
た
。
一
軍
の
将
た
ら
ん
と
す
る
も
の
、
こ
の
悪
習
を
一
日

も
早
く
脱
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
風
な
の
は
ま
だ
罪
の
な
い
と
こ
ろ
だ
が
、

　
　
余
は
本
日
、
日
曜
の
外
出
先
に
於
て
旧
友
と
会
し
、
た
ま
た
ま
彼
が
軍

人
を
誹
謗
す
る
言
辞
を
弄
す
る
を
聴
き
、
痛
憤
に
堪
え
ず
、
遂
に
そ
の
頭
上
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に
鉄
拳
を
加
え
た
り
。
想
う
に
、
男
子
侮
辱
に
報
ゆ
る
に
侮
辱
を
以
て
す
る

は
理
の
当
然
な
り
と
雖
も
、
苟
も
陛
下
の
股
肱
と
し
て
、
一
朝
有
事
の
秋
、

云
々
と
い
う
式
に
、
そ
の
腕
力
沙
汰
の
如
き
を
一
方
で
吹
聴
し
、
一
方
で
申

訳
的
に
「
反
省
」
し
て
み
せ
る
と
い
う
や
り
方
が
、
そ
う
珍
ら
し
く
は
な
か

つ
た
。

　
或
る
日
の
こ
と
、
そ
れ
は
自
習
時
間
と
い
つ
て
、
夕
食
後
か
ら
寝
に
就
く

ま
で
、
自
習
室
に
籠
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
学
課
の
予
習
復
習
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
時
間
で
あ
つ
た
が
、
私
の
少
年
の
胸
に
か
ね
が
ね
鬱
積
し
て
い
た
疑
問
の

爆
発
す
る
機
会
が
来
た
。

　
も
と
も
と
こ
の
自
習
時
間
は
、
い
わ
ゆ
る
勉
強
家
に
と
つ
て
は
大
事
な
時

間
、
怠
け
も
の
に
と
つ
て
は
厄
介
な
時
間
で
あ
つ
た
。
な
ぜ
か
と
云
え
ば
、
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何
時
な
ん
ど
き
当
直
の
生
徒
監
が
見
廻
り
に
来
る
か
わ
か
ら
ず
、
若
し
、
そ

の
時
、
ち
や
ん
と
「
自
習
」
を
せ
ず
、
無
駄
口
を
利
い
た
り
、
居
眠
り
を
し

た
り
、
ス
ト
ー
ヴ
に
あ
た
つ
た
り
し
て
い
る
の
を
み
つ
か
る
と
、
生
徒
監
お

の
お
の
の
流
儀
で
油
を
し
ぼ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ち
よ
う

ど
そ
の
日
の
生
徒
監
は
、
な
か
な
か
粋
の
利
く
新
任
中
尉
で
、
自
習
室
へ
は

い
つ
て
来
る
前
か
ら
、
佩
剣
の
音
を
わ
ざ
と
高
く
立
て
、
そ
れ
は
長
靴
の
か
ゝ

と
で
指
揮
刀
の
さ
や
を
蹴
り
つ
ゝ
歩
く
一
種
の
青
年
士
官
の
気
取
り
で
も
あ

る
が
、
生
徒
た
ち
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
知
つ
て
い
て
、
そ
の
日
は
み
な

安
心
し
て
、
や
り
た
い
こ
と
を
や
つ
て
い
た
。
が
、
や
が
て
、
ガ
チ
ャ
リ
ガ

チ
ャ
リ
と
廊
下
を
こ
ち
ら
へ
近
ず
い
て
来
る
音
が
聞
え
だ
し
た
。
そ
れ
ツ
と

い
う
警
報
に
そ
れ
は
似
て
い
た
。
自
習
室
は
、
す
べ
て
が
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
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ら
ぬ
よ
う
に
整
え
ら
れ
、
君
子
も
小
人
も
、
一
様
に
書
見
台
を
前
に
し
、
鉛

筆
を
け
ず
り
、
辞
書
を
ひ
ろ
げ
、
計
算
棒
を
に
ら
み
、
そ
し
て
、
粛
然
と
、

週
番
生
徒
監
の
入
来
を
待
つ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
時
、
ふ
と
、
あ
る

好
奇
心
の
よ
う
な
も
の
が
浮
び
、
そ
れ
ま
で
別
に
わ
る
い
こ
と
を
し
て
い
た

わ
け
で
も
な
か
つ
た
が
、
突
然
、
両
肘
を
枕
に
し
て
ぐ
つ
す
り
寝
込
ん
で
い

る
風
を
装
つ
て
み
た
く
な
つ
た
。
私
の
隣
席
に
は
、
将
来
、
士
官
学
校
を
首

席
で
出
て
、
今
度
の
戦
争
で
某
方
面
の
軍
司
令
官
に
な
つ
た
Ｓ
と
い
う
温
厚

謹
厳
な
生
徒
が
い
た
が
、
私
の
そ
の
様
子
を
み
て
、
剣
の
音
が
聞
え
な
い
か

ら
だ
と
思
い
込
み
、
な
ん
ど
も
肱
を
つ
ゝ
い
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
相
す
ま

ぬ
が
、
お
れ
は
思
う
と
こ
ろ
あ
つ
て
わ
ざ
と
こ
れ
を
や
つ
て
い
る
の
だ
と
、

口
へ
は
出
さ
な
か
つ
た
が
、
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
た
だ
う
な
ず
い
て
み
せ
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た
。

　
間
も
な
く
、
生
徒
監
の
靴
音
が
、
私
の
席
の
横
で
止
つ
た
。
べ
つ
に
大
事

件
と
は
言
え
ぬ
ま
で
も
、
ち
よ
つ
と
例
の
な
い
事
件
の
よ
う
に
私
に
は
思
え

た
。
も
う
よ
か
ろ
う
と
思
い
、
私
は
顔
を
あ
げ
た
。
黙
つ
て
そ
こ
に
立
つ
て

い
る
生
徒
監
の
方
を
ち
ら
と
見
あ
げ
た
。
彼
は
、
笑
い
た
い
よ
う
な
、
怒
り

た
い
よ
う
な
眼
附
を
し
て
、
私
を
に
ら
ん
で
い
る
。
　
　
さ
あ
、
な
に
か
云

つ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
、
と
、
私
は
待
ち
か
ま
え
て
い
る
と
、
そ
の
彼
は
、
無

雑
作
に
、
　
　
あ
と
で
生
徒
監
室
へ
来
い
、
と
云
つ
て
、
そ
の
ま
ゝ
立
ち
去

つ
た
。
私
は
元
来
、
こ
の
学
校
の
性
質
か
ら
云
つ
て
も
、
決
し
て
同
僚
か
ら

英
雄
視
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
は
持
ち
合
せ
て
も
い
ず
、
ま
た
、
私
も
そ
れ
を

望
ん
で
は
い
な
か
つ
た
と
思
う
が
、
し
か
し
、
多
少
天
邪
鬼
と
い
う
点
で
人
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目
を
惹
く
こ
と
を
快
と
し
な
い
わ
け
で
は
な
か
つ
た
ろ
う
。
さ
う
い
う
気
持

で
、
実
際
、
同
僚
た
ち
の
眼
を
背
後
に
感
じ
な
が
ら
、
私
は
、
間
も
な
く
生

徒
監
室
へ
出
か
け
て
行
つ
た
。

「
お
前
は
さ
つ
き
眠
つ
て
い
た
の
か
？
」

「
い
ゝ
え
」

「
自
分
が
は
い
つ
て
行
つ
た
こ
と
は
知
つ
て
い
た
の
だ
ろ
う
」

「
知
つ
て
い
ま
し
た
」

「
ど
う
し
て
す
ぐ
に
起
き
な
い
ん
だ
」

「
生
徒
監
殿
が
は
い
つ
て
来
ら
れ
る
か
ら
起
き
て
い
た
よ
う
な
風
を
す
る
と

い
う
こ
と
は
偽
善
的
な
行
為
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で
寝
て
い
た
な
ら
、

や
つ
ぱ
り
寝
て
い
て
…
…
」
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「
馬
鹿
ツ
！
」
と
、
生
徒
監
は
一
喝
し
た
。

「
お
前
は
生
徒
監
が
怖
く
な
い
の
か
！
」

　
私
は
、
し
か
し
、
言
い
た
い
こ
と
が
も
う
う
ま
く
言
え
な
い
よ
う
な
気
が

し
て
黙
つ
て
い
た
。
私
の
言
い
た
か
つ
た
こ
と
は
、
実
は
、
生
徒
監
が
来
た

と
い
う
の
で
慌
て
ゝ
居
ず
ま
い
を
正
す
平
凡
な
少
年
の
恐
怖
を
軽
蔑
す
る
つ

も
り
は
な
か
つ
た
。
む
し
ろ
、
例
の
反
省
録
へ
、
　
　
余
は
本
日
自
習
時
間

に
居
眠
り
を
な
し
た
り
。
生
徒
監
殿
の
巡
視
に
よ
つ
て
眼
を
覚
し
た
る
も
、

抑
も
貴
重
な
る
こ
の
時
間
を
…
…
な
ど
と
、
さ
も
そ
の
こ
と
を
神
妙
に
後
悔

す
る
如
く
書
き
綴
つ
て
自
ら
慰
め
る
風
習
に
、
な
に
か
反
撥
し
て
み
た
く
な

つ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
大
切
な
こ
と
は
、
こ
の
私
の
出
方
は
、
も
う
す
で
に
、
強
い
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ら
れ
た
、
或
は
、
常
習
化
し
た
「
反
省
」
の
逆
な
結
果
に
す
ぎ
ず
、
行
為
と

し
て
も
、
思
想
と
し
て
も
不
健
全
な
な
に
も
の
か
を
含
み
、
少
年
の
心
理
は

既
に
甚
し
く
蝕
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
二

　
さ
て
、
私
が
こ
ん
な
例
を
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
し
た
の
は
、
今
更
か
つ
て
の

日
本
の
軍
隊
教
育
に
け﹅
ち﹅
を
つ
け
た
い
た
め
で
は
な
い
。
軍
人
勅
諭
が
、
軍

人
は
政
治
に
関
与
す
べ
か
ら
ず
と
厳
に
戒
め
、
そ
れ
を
毎
日
諳
誦
し
て
暮
し

て
来
た
所
の
軍
人
が
、
そ
の
こ
と
を
暗
ん
じ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
常
に

反
省
の
実
が
あ
が
つ
た
つ
も
り
に
な
り
、
こ
れ
だ
け
は
特
別
と
い
う
自
分
免
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許
を
作
つ
て
、
そ
こ
に
は
、
決
し
て
「
反
省
」
の
鏡
を
あ
て
な
か
つ
た
過
去

数
十
年
の
歴
史
が
、
今
日
の
不
幸
を
導
い
た
と
同
様
、
わ
れ
わ
れ
の
一
般
社

会
の
風
潮
の
な
か
に
も
、
「
反
省
」
が
た
だ
「
反
省
」
と
し
て
通
用
し
、
そ

れ
が
あ
だ
か
も
独
立
の
行
為
と
し
て
価
値
が
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
が
あ
り
は
せ
ぬ
か
、
と
、
私
は
、
近
頃
し
み
じ
み
感
じ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
へ
も
つ
て
来
て
、
こ
の
「
反
省
」
は
、
ま
た
、
敗
戦
後
の
日
本
の
、

一
つ
の
目
立
つ
た
傾
向
で
あ
つ
て
、
心
あ
る
ひ
と
び
と
は
、
お
そ
ら
く
は
、

こ
の
「
反
省
」
組
の
一
人
で
な
い
と
断
言
は
で
き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か

し
、
ま
た
一
方
、
そ
の
「
反
省
」
の
考
の
あ
ま
り
に
も
か
ま
び
す
し
い
の
に
、

や
ゝ
業
を
煮
や
す
と
い
う
、
も
つ
と
も
な
現
象
も
な
く
は
な
い
。
「
反
省
の

過
剰
」
と
い
う
批
判
が
ど
こ
か
ら
か
生
れ
て
来
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
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私
の
こ
の
一
文
は
、
非
常
に
あ
や
う
く
、
微
妙
な
と
こ
ろ
に
立
つ
て
い
る
。

大
小
、
色
と
り
ど
り
の
「
反
省
」
の
氾
濫
の
な
か
で
、
「
反
省
」
は
も
う
真

ツ
平
と
い
う
一
部
の
空
気
を
向
う
に
廻
し
て
、
な
お
も
、
「
わ
れ
わ
れ
の
こ

れ
ま
で
の
反
省
は
真
の
反
省
の
名
に
値
す
る
や
否
や
の
反
省
」
を
し
て
み
よ

う
と
い
う
の
だ
か
ら
。

　
云
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
解
剖
、
自
己
批
判
は
、
時
と
し
て
知
識
人
の
好

み
に
か
な
つ
た
一
種
の
精
神
的
遊
戯
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
遊
戯
は
、
そ

れ
が
遊
戯
で
あ
る
と
い
う
自
覚
な
し
に
行
わ
れ
、
苦
悶
の
相
を
帯
び
て
人
を

脅
か
し
、
真
面
目
な
表
情
で
自
分
自
身
を
佯
る
結
果
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
問
題
は
、
こ
の
遊
戯
が
何
時
の
頃
か
ら
か
、
必
ず
し
も
知
識
人

の
独
占
で
な
く
、
可
な
り
広
く
大
衆
化
し
た
と
い
う
特
色
が
わ
が
国
に
は
み
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ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
国
と
し
て
、
そ
う
い
う
教
育
を
行
つ
た
か

ら
で
あ
る
。
痛
く
も
痒
く
も
な
く
自
己
批
判
を
し
て
み
せ
る
市
井
の
男
女
は
、

そ
れ
で
自
分
の
真
の
す
が
た
を
み
て
い
る
か
と
云
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は

な
く
、
み
て
い
る
ふ
り
が
で
き
れ
ば
そ
れ
で
い
ゝ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
、
云
わ
ば
「
儀
礼
的
な
反
省
」
は
、
無
意
識
に
習
性
化
す
る
も
の
で

あ
つ
て
、
日
本
人
の
や
ゝ
シ
ニ
カ
ル
で
流
暢
な
露
悪
的
自
己
表
現
の
な
か
に

も
そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
。
手
軽
で
陽
気
な
自
虐
自
嘲
は
、
し
ば
し
ば
武
器

な
き
民
衆
の
知
的
粉
飾
と
さ
え
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
「
日
本
人
的
反
省
」
の
型
は
、
あ
た
か
も
時
流
に
投
じ
た
よ
う
に
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
紙
面
に
あ
ふ
れ
、
街
頭
を
流
れ
る
癇
高
い
声
と
な
つ
た
。

15



　
　
　
　
　
　
　
三

「
反
省
」
が
行
動
の
出
発
点
と
な
ら
ず
、
つ
ま
り
、
同
じ
過
ち
を
再
び
繰
り

返
さ
ぬ
た
め
の
力
と
し
て
役
立
つ
こ
と
が
稀
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ

し
く
、
わ
れ
わ
れ
の
「
反
省
」
の
特
質
に
ち
か
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

つ
ね
に
、
過
去
の
決
算
の
よ
う
な
も
の
、
あ
る
行
為
の
一
と
と
お
り
の
結
末

を
意
味
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
反
省
」
は
な
に
よ
り
も
自

己
を
客
観
視
す
る
知
的
な
は
た
ら
き
に
す
ぎ
な
い
の
に
、
そ
の
は
た
ら
き
に

必
要
な
以
上
の
道
徳
的
価
値
を
与
え
、
自
己
を
省
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
、
な

に
か
、
独
立
し
た
立
派
な
行
い
で
で
も
あ
る
よ
う
な
小
学
修
身
的
俗
見
に
支

配
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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乗
物
の
中
で
ひ
と
に
席
を
譲
る
の
を
道
徳
的
行
為
だ
と
教
え
ら
れ
る
と
、

楽
に
席
を
譲
る
気
が
し
な
く
な
る
と
同
様
に
、
「
反
省
」
な
ど
と
い
う
こ
と

が
、
あ
ま
り
崇
高
な
意
味
を
も
た
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
公
に
口
に
す
る
も
の

は
照
れ
、
そ
れ
を
度
々
聴
か
さ
れ
る
も
の
は
、
う
る
さ
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
四

　
わ
れ
わ
れ
の
「
反
省
」
は
、
し
ば
し
ば
、
日
本
人
独
特
の
「
卑
下
」
の
か

た
ち
を
と
る
こ
と
が
あ
る
。
「
反
省
」
が
あ
る
行
為
の
陰
で
そ
れ
を
支
え
る

の
で
な
く
、
「
反
省
」
が
そ
の
行
為
の
上
に
蔽
い
か
ぶ
さ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
反
省
」
を
む
き
だ
し
に
す
る
悪
趣
味
を
、
わ
れ
わ
れ
は
い
つ
の
間
に
か
身

17



に
つ
け
た
と
い
う
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

「
卑
下
」
の
感
情
は
、
も
ち
ろ
ん
、
被
圧
迫
階
級
の
持
ち
前
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
場
合
は
、
さ
う
い
う
社
会
的
な
原
因
も

な
い
と
は
云
え
な
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
や
は
り
、
三
百
年
来
の
道
徳
教
育

が
、
民
衆
の
日
常
生
活
の
な
か
へ
、
一
つ
の
簡
易
な
作
法
の
形
式
と
し
て
こ

れ
を
植
え
つ
け
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
証
拠
に
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
「
卑
下
」
は
、
必
ず
し
も
つ
ね
に
強

者
に
向
つ
て
示
さ
れ
る
と
は
云
え
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
目
上
」
に
対
す
る
必

要
以
上
の
卑
下
は
別
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ん
で
も
な
い
と
き
に
、
口

癖
の
よ
う
に
、
「
卑
下
」
を
意
味
す
る
表
現
を
使
う
こ
と
は
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
と
は
ま
た
違
つ
た
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
は
互
に
、
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神
経
質
な
「
反
省
的
辞
令
」
を
交
換
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
し
て
、
こ
う
い

う
場
合
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
自
尊
心
の
ふ
く
ら
み
に
身

を
ま
か
せ
、
最
も
自
尊
心
の
安
否
を
気
に
か
け
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
即
ち
、

か
ゝ
る
「
卑
下
」
こ
そ
、
病
的
で
横
暴
な
自
尊
心
を
満
足
さ
せ
る
唯
一
の
逃

げ
道
な
の
で
あ
る
。
「
先
き
廻
り
」
で
あ
り
、
「
予
防
線
」
で
あ
る
。

　
意
気
昂
然
た
る
「
卑
下
」
と
、
内
心
得
意
な
「
反
省
」
と
は
、
か
く
て
、

わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
は
、
隣
同
士
に
棲
む
こ
と
が
決
し
て
稀
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
五

　
も
と
も
と
、
道
徳
の
上
か
ら
云
え
ば
「
反
省
」
は
言
葉
に
表
す
べ
き
で
は

19



な
く
、
行
為
の
う
ち
に
織
り
込
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
そ
こ
で
、
個
人
々
々
の
場
合
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
、
今
日
私
が
こ
ゝ
で

問
題
に
し
た
い
の
は
、
主
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
、
民
族
と
し
て
の

運
命
を
切
り
拓
く
た
め
に
必
要
な
共
通
の
「
反
省
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
そ
う
い
う
重
大
な
こ
と
が
ら
を
、
そ
し
て
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
複
雑
で
も

あ
り
、
微
妙
で
も
あ
る
課
題
が
、
国
民
一
人
一
人
の
「
反
省
」
に
委
せ
ら
れ

て
あ
り
、
た
ま
た
ま
外
部
か
ら
の
声
に
よ
つ
て
最
も
痛
い
と
こ
ろ
が
突
か
れ

て
い
る
と
い
う
状
態
は
、
我
々
を
愈
々
ま
す
ま
す
神
経
質
に
す
る
ば
か
り
で

あ
る
。

　
実
際
、
日
本
人
の
「
反
省
癖
」
の
う
ち
に
は
、
形
式
的
教
育
の
結
果
と
、

儀
礼
的
ヂ
ェ
ス
チ
ェ
ア
の
尊
重
と
が
著
し
い
傾
向
と
し
て
み
ら
れ
る
け
れ
ど
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も
、
も
う
一
つ
、
見
逃
が
し
て
は
な
ら
ぬ
性
格
が
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
、

わ
れ
わ
れ
の
多
数
が
、
ほ
と
ん
ど
病
的
と
云
え
る
ほ
ど
「
神
経
質
」
だ
と
い

う
こ
と
、
つ
ま
り
、
神
経
衰
弱
の
徴
候
を
示
し
て
い
る
も
の
が
、
意
外
に
圧

倒
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
す
べ
て
が
常
に
「
反
省
癖
」
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
な
い

こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
逆
に
、
「
無
反
省
」
が
寧
ろ
表
面
的
に
は
目
立

つ
た
現
象
で
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
事
実
、
良
心
が
な
い
の
で
は
な
く
、
ま
た

特
別
に
鈍
い
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
時
と
し
て
、
意
識
的
に
自
己
の
良
心
に

眼
隠
し
を
し
て
平
然
と
し
て
い
ら
れ
る
奇
怪
な
背
徳
行
為
と
い
う
も
の
は
、

こ
れ
を
無
反
省
と
い
う
言
葉
で
片
付
る
の
に
は
、
少
し
複
雑
す
ぎ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
我
々
の
社
会
に
は
、
こ
の
例
が
ど
こ
よ
り
も
多
い
こ
と
は
誰
で
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も
気
づ
い
て
い
る
。

　
先
日
、
笠
信
太
郎
氏
の
近
著
「
新
し
き
欧
洲
」
を
読
ん
で
い
ろ
い
ろ
教
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
が
、
そ
の
な
か
で
、
日
本
人
の
性
格
と
し
て
、

「
他
人
本
位
」
と
い
う
こ
と
を
あ
げ
、
何
事
に
つ
け
て
も
周
囲
の
思
惑
ば
か

り
気
に
か
け
、
そ
の
影
響
に
支
配
さ
れ
易
い
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
を
、

私
も
そ
の
通
り
だ
と
感
じ
、
ま
た
、
こ
れ
は
既
に
多
く
の
同
胞
に
よ
つ
て

「
反
省
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
と
思
つ
た
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

私
は
、
同
じ
問
題
を
別
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る
の
に
気
が
つ
い

た
。

　
そ
れ
は
「
何
事
に
つ
け
て
も
周
囲
の
思
惑
ば
か
り
気
に
か
け
る
」
と
い
う

こ
と
は
、
た
し
か
に
、
「
他
人
本
位
」
の
物
の
考
え
方
と
云
え
る
に
は
ち
が
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い
な
い
が
、
ま
た
そ
れ
は
同
時
に
、
「
自
分
本
位
」
の
物
の
考
え
方
と
も
云

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
つ
ま
り
、
「
人
が
自
分
を
な
ん
と
思
う
か
」

と
い
う
懸
念
が
先
に
た
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
自
分
を
人
に
従
わ
せ
る
結
果
に

は
な
る
が
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
神
経
衰
弱
の
一
つ
の
徴
候
で
、
そ
れ
は
何
よ

り
も
自
分
が
大
事
だ
か
ら
で
あ
つ
て
、
自
分
に
さ
え
損
の
い
く
と
こ
ろ
が
な

け
れ
ば
、
そ
れ
で
気
が
す
む
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
周
囲
が
自
分
を
ゆ
る
せ

ば
、
誰
の
迷
惑
に
な
つ
て
も
、
そ
れ
は
か
ま
わ
ず
、
ま
た
、
周
囲
の
誰
か
れ

が
一
様
に
や
つ
て
の
け
る
こ
と
な
ら
、
自
分
も
ま
け
ず
に
そ
れ
を
や
ら
な
け

れ
ば
な
に
か
損
を
す
る
よ
う
に
思
い
こ
む
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ

で
は
、
「
自
分
」
が
ど
こ
に
い
る
か
わ
か
ら
ぬ
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
は
、

「
確
乎
と
し
た
自
分
」
が
い
な
い
だ
け
の
話
で
、
「
あ
や
ふ
や
な
自
分
」
が
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つ
ね
に
必
要
以
上
に
の
さ
ば
り
返
つ
て
い
る
す
が
た
な
の
で
あ
る
。

　
自
分
で
自
分
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
ど
う
し
よ
う
と
も
思
わ

ぬ
よ
う
な
「
自
分
」
が
、
い
く
ら
自
分
を
省
み
て
み
て
も
は
じ
ま
ら
ぬ
の
は
、

ま
つ
た
く
き
ま
り
き
つ
た
話
で
、
た
だ
、
自
分
で
自
分
の
す
る
こ
と
を
「
知

つ
て
い
る
」
と
信
じ
る
こ
と
が
、
せ
め
て
も
の
慰
め
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

過
ち
の
特
質
を
、
な
ん
と
名
づ
け
た
ら
よ
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
六

　
こ
の
文
章
を
綴
り
な
が
ら
、
私
は
ま
す
ま
す
窮
地
に
陥
つ
て
来
た
。
な
ぜ

な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
困
つ
た
「
反
省
癖
」
を
反
省
し
て
み
よ
う
と
し
な
が
ら
、
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も
う
既
に
、
そ
の
「
困
つ
た
反
省
癖
」
の
調
子
が
出
か
ゝ
つ
て
い
は
す
ま
い

か
と
危
ぶ
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
乗
り
か
ゝ
つ
た
船
だ
か
ら
、
無
理
に
も
押
し
切
る
こ
と
に
す
る

が
、
若
し
私
の
そ
う
い
う
調
子
を
発
見
し
た
ら
、
ど
う
か
読
者
諸
君
は
、
嗤

わ
ず
に
ゆ
る
し
て
ほ
し
い
。
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
徒
ら
な
弁
解
を
す
る
代
り

に
、
私
を
好
個
の
例
と
し
て
、
こ
の
問
題
を
も
つ
と
聡
明
で
冷
静
な
頭
脳
の

批
判
に
委
ね
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
決
し
て
「
予
防
線
」
を
張
る
わ
け
で

は
な
い
。

　
そ
こ
で
結
論
を
急
ぐ
こ
と
に
す
る
け
れ
ど
も
、
私
は
、
「
日
本
人
の
反
省
」

が
今
後
も
つ
と
も
つ
と
続
け
ら
れ
、
も
つ
と
も
つ
と
鋭
く
深
く
な
さ
れ
る
こ

と
を
希
う
も
の
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
今
日
ま
で
の
よ
う
な
「
反
省
の
し
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か
た
」
で
は
、
そ
れ
は
な
ん
の
実
も
結
ば
ぬ
よ
う
な
気
が
す
る
ば
か
り
で
な

く
、
却
つ
て
、
そ
れ
は
永
久
の
「
自
慰
」
に
類
す
る
も
の
と
な
り
、
一
方
、

本
来
の
病
状
は
ま
す
ま
す
悪
化
し
、
遂
に
救
う
べ
か
ら
ざ
る
致
命
的
結
果
を

も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
警
告
し
た
い
の
で
あ
る
。

「
反
省
」
だ
け
は
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
に
も
し
な
い

と
い
う
精
神
の
は
た
ら
き
は
、
個
人
と
し
て
は
、
な
る
ほ
ど
、
あ
る
種
の
興

味
あ
る
知
的
存
在
で
あ
り
、
場
所
に
よ
つ
て
使
い
道
も
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

国
民
の
大
多
数
、
こ
と
に
、
知
識
層
に
そ
の
傾
向
が
根
深
く
植
え
つ
け
ら
れ

て
い
る
現
象
は
、
断
じ
て
民
衆
の
幸
福
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
、
決
し
て
、
知
識
人
一
人
々
々
の
罪
で
も
な
く
、

ま
た
、
一
人
々
々
で
は
如
何
と
も
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
「
反
省
」
が
す
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べ
て
言
葉
と
な
る
こ
と
も
当
分
は
止
む
を
得
ま
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
、
い
つ

か
は
、
行
動
の
な
か
に
含
ま
れ
て
露
わ
に
す
が
た
を
み
せ
ぬ
日
を
待
ち
望
み
、

進
ん
で
、
そ
の
日
の
来
る
こ
と
を
早
め
る
努
力
を
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
私
は
こ
ゝ
で
も
繰
り
返
し
て
お
く
が
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
今
あ
る
よ

う
な
状
態
に
お
か
る
べ
き
民
族
で
は
も
と
も
と
な
い
の
み
な
ら
ず
、
現
に
為

し
つ
つ
あ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
よ
う
な
素
質
の
国
民
だ
と
は
、
私
自
身
、

ど
う
し
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
不
幸
の
原
因
が
、
往
々
、
宿
命
的
な
も
の
、
民
族
の
本
質
に

根
ざ
す
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
向
き
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
、

ど
う
い
う
根
拠
を
さ
ぐ
つ
て
も
、
証
明
の
つ
か
な
い
独
断
で
あ
つ
て
、
む
し

ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
蒙
り
つ
ゝ
あ
る
災
禍
の
最
も
大
き
な
動
機
は
、
わ
れ
わ
れ
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の
歴
史
の
半
ば
か
ら
必
然
的
に
発
生
し
、
身
に
つ
け
た
、
社
会
的
な
、
同
時

に
心
理
的
な
習
癖
の
ケ
イ
レ
ン
的
発
作
に
あ
る
と
云
つ
て
よ
い
。
そ
の
習
癖

は
、
第
二
の
天
性
素
質
と
み
な
せ
ば
み
な
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
比
喩
的
に
そ
う
云
い
得
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
つ
て
、

天
性
は
天
性
、
習
癖
は
習
癖
、
飽
く
ま
で
も
私
は
そ
こ
に
区
別
を
つ
け
て
、

一
切
の
悲
し
む
べ
き
習
癖
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
、
特
に
わ
れ
わ
れ
の
子
孫
を
解

放
す
る
手
段
だ
け
は
講
ず
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
日
誌
の
記
録
に
よ
つ
て
一
応
過
去
を
過
去
と
し
て
葬
り
去
る
よ
う
に
、

「
反
省
」
と
い
う
道
徳
的
自
慰
に
よ
つ
て
、
何
等
か
の
過
ち
が
帳
消
し
に
さ

れ
る
よ
う
な
錯
覚
が
若
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
の
明
日
は
希
望
な
き
明
日

で
あ
る
。
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