
第
十
六
回　

三
度
目
の
危
機
を
超
え
て
（
二
）

こ
の
自
分
に
と
っ
て
二
回
の
危
機
を
な
ん
と
か
乗
り
越
え
ら
れ
た
の
は
、
家
族
を
は
じ
め

様
々
な
方
々
の
力
が
あ
っ
て
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
自
分
自
身
で
い
え
ば
「
今
な
ら
、
も
し
、

仮
に
う
ま
く
い
か
な
く
て
も
な
ん
と
か
立
ち
直
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。」
と
い

う
気
に
な
れ
る
若
さ
が
何
よ
り
だ
と
感
じ
て
い
る
。

そ
の
経
験
が
あ
っ
て
、
事
務
所
を
引
き
継
い
で
も
ら
う
な
ら
、
後
継
者
が
若
い
う
ち
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
の
だ
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
が
、
私
自
身
の
三

度
目
の
危
機
に
な
ろ
う
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
友
人
の
Y
が
、
長
年
の
研

究
成
果
や
取
組
実
績
を
高
く
評
価
さ
れ
、
立
て
続
け
に
名
だ
た
る
賞
を
受
賞
さ
れ
、
書
籍
も

発
表
さ
れ
る
な
ど
し
た
こ
と
は
本
当
に
目
出
度
く
も
あ
り
、
一
方
で
、
引
退
後
の
自
分
が
な

に
も
の
で
あ
る
の
か
を
思
っ
て
い
た
私
に
は
、
正
直
、
感
慨
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。

こ
う
や
っ
て
振
り
返
る
と
、
人
か
ら
認
め
て
欲
し
い
と
か
、
社
会
的
評
価
を
気
に
し
て
、

引
退
後
の
自
分
を
不
安
に
思
う
の
は
、
な
ん
と
不
遜
な
こ
と
か
と
思
う
が
、
そ
う
だ
っ
た
の

だ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
。
ひ
と
は
何
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
と
実
感
で
き
る
の
か
と
、
哲
学

的
な
問
い
か
け
を
し
て
も
答
え
を
見
出
す
ほ
ど
の
頭
も
な
く
、
仏
陀
の
悟
り
は
な
ん
だ
っ
た

の
か
と
本
を
何
冊
か
目
を
通
し
た
が
眠
く
な
る
ば
か
り
。
そ
も
そ
も
仏
陀
が
向
き
合
っ
た
苦

悩
は
、
生
、
病
、
老
、
死
と
根
源
的
な
も
の
で
、
私
が
抱
え
る
苦
悩
と
は
次
元
が
違
っ
た
。

そ
う
こ
う
し
て
い
る
時
に
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
た
の
が
、
こ
の
竹
山
の
土
地
だ
っ
た
。

そ
れ
は
、
当
初
思
い
描
い
て
き
た
野
遊
び
の
楽
し
み
が
救
っ
て
く
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も

ち
ろ
ん
、
薪
を
無
心
に
割
っ
た
り
、
土
を
耕
し
た
り
す
る
の
は
楽
し
く
時
間
を
忘
れ
さ
せ
て

く
れ
た
が
、
そ
れ
ら
が
心
の
不
安
を
埋
め
て
く
れ
る
ほ
ど
簡
単
な
話
で
は
な
か
っ
た
。

竹
山
の
土
地
の
何
が
私
を
救
っ
た
の
か
を
説
明
す
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
。
ま
わ
り

の
草
や
木
や
鳥
た
ち
を
見
て
い
る
う
ち
に
そ
う
い
う
気
に
な
っ
た
と
い
う
と
説
明
に
な
っ
て

い
な
い
が
、
手
短
に
言
う
と
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。

引
退
し
て
竹
山
に
い
る
時
間
が
長
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
夜
明
け
か
ら
日
が
沈
む
ま

で
、
春
か
ら
夏
、
秋
、
冬
と
同
じ
場
所
を
じ
っ
と
見
続
け
る
こ
と
は
、
今
ま
で
に
な
か
っ
た

体
験
で
あ
っ
た
。
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
草
や
木
も
同
じ
よ
う
に
で
い
て
そ
う

で
は
な
い
。
同
じ
夜
明
け
で
も
昨
日
と
同
じ
で
は
な
い
し
、
春
が
や
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も

昨
年
の
春
と
は
異
な
る
。
竹
山
の
小
さ
な
広
が
り
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
い
る
草
や
木
や
鳥

た
ち
は
、
常
に
流
れ
る
川
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
で
い
て
変
化
を
し
て
い
っ
て
い
る
。
新
し
く

加
わ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
い
つ
の
間
に
か
姿
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ

で
も
竹
山
の
風
景
は
変
わ
ら
ず
目
の
前
に
あ
る
。

最
初
に
こ
の
土
地
を
下
見
に
来
た
時
に
、
一
本
の
木
に
目
が
止
ま
っ
た
。
そ
れ
は
大
き
く

折
れ
曲
り
幹
だ
け
が
残
っ
た
枯
れ
木
で
、
そ
れ
を
目
に
し
て
荒
れ
た
土
地
だ
な
と
思
っ
た
記

憶
が
あ
る
。
そ
し
て
、
土
地
を
買
い
家
を
建
て
た
翌
年
に
は
、
こ
れ
も
景
色
と
し
て
面
白
い

か
も
と
切
る
の
を
や
め
る
気
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
三
年
目
に
は
、
こ
の
老
木
は
虫
の
住
処
を

提
供
し
、
そ
の
虫
を
キ
ツ
ツ
キ
が
探
し
て
木
に
穴
を
あ
け
、
そ
の
穴
に
キ
ノ
コ
が
生
え
、
菌

の
力
で
朽
ち
た
木
は
地
面
に
広
が
り
土
と
な
る
大
き
な
自
然
の
営
み
に
気
づ
い
た
の
だ
。
そ

う
、
こ
の
世
に
意
味
の
な
い
存
在
は
ひ
と
つ
も
無
い
こ
と
を
リ
ア
ル
に
理
解
し
た
瞬
間
だ
。


