
一
　
は
じ
め
に

「
女
生
徒
」（「
文
学
界
」
昭
和
十
四
年
四
月
一
日
）
は
太
宰
治
の
〈
女
語
り
〉

作
品
群
の
中
で
最
も
高
い
評
価
を
得
た
作
品
で
あ
り
、
発
表
当
時
、
芥
川
賞
を

め
ぐ
っ
て
太
宰
と
葛
藤
が
あ
っ
た
川
端
康
成
さ
え
も
、「『
女
生
徒
』
の
や
う
な

作
品
に
出
会
え
る
こ
と
は
、
時
評
家
の
偶
然
の
好
運１

」
だ
っ
た
と
述
べ
、
作
品

に
異
様
な
ほ
ど
の
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
。
こ
の
川
端
評
を
皮
切
り
に
、
作
品
は

雑
誌
等
の
文
芸
時
評
に
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
、
翌
昭
和
十
五
年
末
に
は
、

創
作
集
『
女
生
徒
』
が
北
村
透
谷
賞
の
次
席
に
選
ば
れ
る
に
至
っ
た
。

周
知
の
通
り
、「
女
生
徒
」
は
あ
る
愛
読
者
の
日
記
に
拠
っ
て
い
る
の
だ
が２

、

発
表
当
時
、
モ
デ
ル
と
な
る
日
記
が
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
昭
和
期

の
「
女
生
徒
」
論
は
概
ね
、「
女
生
徒
イ
コ
ー
ル
太
宰
治
の
心
境
と
い
う
図
式３

」

で
展
開
さ
れ
て
い
る
。「
明
る
い
印
象
の
調
和
の
取
れ
た
小
説４

」
と
さ
れ
る
こ

の
作
品
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
暗
黒
」「
病
的
」
と
評
さ
れ
る
前
期
の
作
品
群
か

ら
の
転
換
点
と
し
て
、「
新
し
い
道
を
つ
か
も
う
と
し
て
い
る５

」
太
宰
の
姿
勢

が
高
く
評
価
さ
れ
て
き
た
。

だ
が
、
平
成
十
二
年
二
月
、
モ
デ
ル
で
あ
る
「
有
明
淑
の
日
記６

」（
以
下
『
日

記
』
と
記
す
）
が
公
開
さ
れ
る
と
と
も
に
、
素
材
と
作
品
の
比
較
検
討
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
い
ち
早
く
両
者
の
比
較
作
業
を
行
っ
た
相
馬
正
一
氏
は
、

「「
有
明
日
記
」
を
こ
れ
だ
け
大
量
に
活
用
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
以
上
、

こ
の
作
品
を
失
地
恢
復
の
悲
願
を
籠
め
た
実
験
的
仮
托
小
説

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
し
て
無
条
件
に

太
宰
の
創
作
歴
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
問
題
が
あ
る
。７

」（
傍

点
相
馬
氏
に
よ
る
）
と
述
べ
、
作
品
の
自
立
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

氏
の
こ
の
説
を
機
に
、
こ
の
作
品
を
太
宰
の
創
作
歴
の
中
に
位
置
づ
け
る
に
あ

た
っ
て
、
剽
竊
な
の
か
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
創
作
な
の
か
を
め
ぐ
る
議
論
が
展
開

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た８

。

だ
が
、
本
稿
で
は
、
素
材
が
作
品
に
ど
れ
だ
け
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
〈
量
的
差
異
〉
に
注
目
す
る
よ
り
、『
日
記
』
を
「
女
生
徒
」
に
改
変
す
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る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
れ
た
意
味
内
容
に
焦
点
を
置
き
た
い
。
素
材
と

な
る
『
日
記
』
が
太
宰
の
手
に
入
っ
た
の
は
、
昭
和
十
四
年
一
月
末
頃
で
あ
っ

た
が
、
津
島
美
知
子
に
よ
る
と
、「
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
前
か
ら
の
書
下
し
出
版

の
約
束
と
新
し
い
原
稿
の
依
頼
と
が
重
な
っ
て
い
る
と
き
だ
っ
た
か
ら
、
彼
は

こ
の
日
記
を
思
い
が
け
ず
得
た
こ
と
を
天
佑
と
感
じ
、
早
速
こ
の
日
記
を
も
と

に
し
て
小
説
を
書
き
始
め
た
。９

」
と
い
う
。
し
か
し
、
い
く
ら
原
稿
の
依
頼
に

迫
ら
れ
た
と
は
い
え
、
読
者
の
日
記
の
「
九
割
近
く 10

」
を
踏
襲
し
て
ま
で
作
品

に
す
る
と
い
う
よ
う
な
妥
協
は
、
プ
ロ
の
作
家
と
し
て
も
そ
う
だ
が
、
特
に

「
小
説
作
法
」
に
異
常
な
ほ
ど
執
着
し
て
い
る
太
宰 11

に
し
て
み
れ
ば
、
不
自
然

に
思
わ
れ
る
。

『
日
記
』
が
公
開
さ
れ
た
現
在
、
そ
の
表
紙
裏
と
裏
表
紙
に
あ
る
太
宰
の
筆

跡
や
本
文
内
容
へ
の
書
き
込
み
は
、
作
品
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
手

が
か
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
構
想
メ
モ
に
は
『
日
記
』
か
ら
取
り
出
さ
れ
た

ト
ピ
ッ
ク
が
書
き
込
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
中
心
に
鉛
筆
、
ペ
ン
、

色
鉛
筆
の
補
足
・
補
訂
の
筆
跡
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
本
文
中
に
も
太
宰
に
よ
る

◎
、
×
、
傍
点
な
ど
の
書
き
込
み
が
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
『
日
記
』
を
丹
念

に
読
み
取
り
な
が
ら
「
女
生
徒
」
の
構
想
を
練
っ
て
い
る
あ
か
し
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
構
想
メ
モ
や
『
日
記
』
本
文
へ
の
添
削
か
ら
見
る
と
、
少
女
の
『
日

記
』
を
踏
襲
す
る
手
法
は
決
し
て
「
窮
余
の
一
策
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
種

の
〈
戦
略
〉
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

本
稿
で
は
、
作
中
に
大
き
く
改
変
が
行
わ
れ
た
い
く
つ
か
の
要
点
を
取
り
上

げ
、
さ
ら
に
同
時
代
の
文
壇
事
情
と
作
家
同
士
の
動
的
関
係
も
視
野
に
入
れ
な

が
ら
、
太
宰
の
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
と
も
い
う
べ
き
手
法 12

」
に
よ
っ
て
初
め
て
生
れ

た
意
味
内
容
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
は
、
一
少
女
の
生
活
日
記

、
、
、
、

が

「
女
生
徒

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

」
に
な
る
ま
で
の
経
緯
や
、
そ
の
改
変
に
よ
っ
て
生
じ
た
構
造
を
明

ら
か
に
す
る
。

二
　
人
物
造
形
の
改
変
と
タ
イ
ト
ル
の
意
味

「
女
生
徒
」
と
い
う
題
名
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
作
家
太
宰
に
よ
っ
て
付

与
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
意
味
を

考
え
な
が
ら
、
作
中
に
お
け
る
人
物
造
形
の
改
変
を
検
討
し
た
い
。
津
島
夫
人

の
回
想
に
よ
る
と
、
作
品
の
題
は
「
傍
に
在
っ
た
岩
波
文
庫
の
フ
ラ
ビ
エ
著

『
女
生
徒
』
か
ら
題
名
を
借
用
し 13

」
た
と
い
う
。
だ
が
、
一
見
偶
然
に
付
け
ら

れ
た
「
女
生
徒
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
が
、
こ
れ
が
い
か
に
戦
略
的
で
あ
る
か

は
、
原
作
の
『
日
記
』
と
対
照
し
て
み
る
と
明
ら
か
に
な
る
。

日
記
執
筆
者
の
有
明
淑
（
淑
子
）
は
、
高
女
卒
の
十
九
歳
の
文
学
少
女
で
あ

り
、
二
年
前
に
父
が
病
没
し
て
か
ら
母
と
二
人
暮
ら
し
の
中
で
新
宿
区
に
あ
る

洋
裁
学
校
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
、
彼
女
の
日
記
に
は
、
製
図
・

仮
縫
い
な
ど
の
苦
労
話
や
、
服
飾
材
料
を
探
す
た
め
に
級
友
と
専
門
店
を
物
色

し
て
歩
く
話
な
ど
が
頻
繁
に
出
て
く
る
。
だ
が
、「
女
生
徒
」
で
は
洋
裁
学
校

に
か
か
わ
る
記
述
は
全
く
な
く
、
登
場
し
た
ヒ
ロ
イ
ン
は
た
だ
「
お
茶
の
水
駅

で
乗
降
す
る
普
通
の
女
学
校
の
一
生
徒

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

」
14

（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）
と
し
て
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描
か
れ
て
い
る
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な
人
物
造
形
の
改
変
は
な
に
を
意
味
し

て
い
る
の
か
。

『
日
記
』
の
冒
頭
は
、「
今
頃
に
な
つ
て
「
綴
方
教
室
」
を
ゆ
つ
く
り
思
ひ
出

し
て
み
る
」
と
い
う
一
句
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
が
、
有
明
淑
が
日
記
を
綴
っ

て
い
た
昭
和
十
三
年
の
文
壇
に
お
い
て
、
一
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
た
の
は
ま

さ
に
こ
の
『
綴
方
教
室
』（
中
央
公
論
社
）
で
あ
る
。『
綴
方
教
室
』
は
小
学
校

の
教
師
で
あ
る
大
木
顕
一
郎
と
清
水
幸
治
の
共
著
の
形
で
出
版
さ
れ
、「
前
篇
」

の
「
個
人
指
導
篇
」
と
「
後
篇
」
の
「
学
級
指
導
篇
」
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ

の
「
前
篇
」
に
は
、
豊
田
正
子
と
い
う
一
少
女
の
綴
方
が
時
期
別
に
収
め
ら
れ

て
い
る
が
、
新
築
地
劇
団
の
「
綴
方
教
室
」
の
上
演
に
よ
り
、
次
第
に
「
豊
田

正
子
さ
ん
の
『
綴
方
教
室
』」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
豊
田
正
子
の
活
躍
に
目
を
向
け
た
時
評
家
も
多
い
が
、
そ
の
中
で
最
も

絶
賛
し
て
い
る
の
は
川
端
康
成
で
あ
る
。「
文
壇
で
も
、
粗
製
濫
造
の
文
学
が

大
流
行
」
に
な
っ
た
と
嘆
い
た
川
端
は
、
正
子
の
『
綴
方
教
室
』
と
出
会
っ
た

と
き
、「「
綴
方
教
室
」
は
、
鈴
木
三
重
吉
氏
の
「
綴
方
読
本
」
と
同
じ
く
、
主

に
子
供
の
綴
方
の
本
と
し
て
書
か
れ
て
ゐ
る
が
、
文
章
や
文
学
の
本
と
し
て

も
、
一
つ
の
聖
典
と
見
ら
れ 15

」、「
ど
ん
な
に
老
練
な
作
家
で
も
、
此
の
子
供
の

文
章
に
接
し
て
、
自
ら
省
る
と
こ
ろ
が
あ
ら
う
し
、
ま
た
か
な
は
な
い
と
思
ふ

だ
ら
う
と
言
ふ
の
は
、
そ
こ
に
文
学
の
故
郷
の
泉
を
見
る
か
ら 16

」
だ
と
高
く
評

価
し
て
い
る
。
各
文
学
賞
や
雑
誌
の
読
者
投
稿
欄
の
選
評
を
握
っ
て
い
る
時
評

家 17

の
こ
の
一
押
し
も
あ
っ
て
、
一
少
女
の
「
綴
方
教
室
」
は
昭
和
十
四
年
の
八

月
に
東
宝
に
よ
っ
て
映
画
化
さ
れ
、
つ
い
に
は
豊
田
正
子
自
身
の
吹
き
込
み
に

よ
る
レ
コ
ー
ド
ま
で
発
売
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

時
代
の
一
大
寵
児
と
な
っ
た
豊
田
正
子
を
特
に
積
極
的
に
取
り
上
げ
た
雑
誌

は
「
婦
人
公
論
」
だ
っ
た
が
、
興
味
深
い
の
は
『
日
記
』
と
「
婦
人
公
論
」
と

の
接
点
で
あ
る
。
有
明
淑
が
電
車
の
中
で
読
ん
で
い
る
雑
誌
に
は
「
若
い
女
の

欠
点
」
と
い
う
題
の
記
事
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
婦
人
公
論
」
の
昭
和
十
三
年

五
月
号
の
特
集
だ
っ
た
こ
と
が
宮
内
淳
子
氏
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
特
集
を
踏
ま
え
な
が
ら
氏
は
、「「
女
生
徒
」
に
は
、「
宗
教
家
は
、
す
ぐ
に

信
仰
を
持
ち
出
す
し
、
教
育
家
は
、
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
恩
、
恩
、
と
書
い

て
あ
る
。」
と
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
宗
教
家
と
は
賀
川
豊
彦
で
」
あ
り
、「
ま

た
、
恩
、
恩
、
と
繰
り
返
す
教
育
家
と
は
大
妻
コ
タ
カ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 18

」

と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
そ
れ
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、「
女
生
徒
」
に
お
け
る
「
若
い
女

の
欠
点
」
と
『
日
記
』
の
記
述
を
抜
き
出
し
て
見
て
み
よ
う
。

『
日
記
』
五
月
十
日

│人
│の
│も
│の
│を
│盗
│ん
│で
│き
│て
│自
│分
│の
│も
│の
│に
│ち
│や
│ん
│と
│作
│り
│直
│す
│、
│ず
│る
│さ

││も
│位
│ひ
│で
│せ
│う
。
本
当
に
、
此
の
ず
る
さ
に
は
、
厭
に
な
る
。（
中
略
）

実
際
、
私
│な
│ん
│か
は
、
ど
れ
が
本
当
の
自
分
だ
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

手
も
足
も
出
な
い
で
、
萎
縮
の
態
で
、
む
や
み
に
本
を
読
ん
ぢ
や
あ
、
そ
こ

ら
あ
た
り
を
、
跳
ね
ま
わ
つ
て
ゐ
る
丈
な
の
で
す
。
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（
中
略
）

『
若
い
女
の
缺
点
』
と
云
ふ
み
だ
し
で
、
い
ろ
B
C
な
人
が
書
い
て
ゐ
る
。

書
い
て
あ
る
事
が
、
事
実
な
事
が
多
く
、
読
ん
で
ゐ
る
中
も
、
自
分
の
事
を

云
は
れ
た
様
な
気
が
し
て
恥
か
し
い
気
に
も
│あ
な
る
。
│そ
│れ
│に
│、
│書
│く
│人
│、

│人
│に
│よ
│つ
│て
│、
│普
│段
│の
│感
│じ
│か
│ら
│受
│け
│て
│、
│ら
│し
│い
│な
│あ
│ー
│と
│思
│は
│れ
│て
│、

│面
│白
│い
。
宗
教
家
は
す
ぐ
に
信
仰
を
持
ち
出
す
し
、
教
育
家
は
始
め
か
ら
終

わ
り
ま
で
恩
、
恩
と
書
い
て
ゐ
る
。
│作
│家
│等
│は
│、
│自
│由
││だ
││と
│ら
│し
│く
│書
││か
│か

│う
│と
│思
│つ
│た
│が
│、
│独
│善
│的
││が
││多
│い
│に
│な
│つ
│た
│の
│が
│多
│い
。（
消
し
線
や
文
中

の
空
白
は
す
べ
て
『
資
料
集
　
第
一
輯
　
有
明
淑
の
日
記
』
青
森
県
近
代
文

学
館
、
平
成
一
二
年
二
月
十
五
日
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
傍
線
は
引

用
者
に
よ
る
。
以
下
同
様
）

「
女
生
徒
」

│人
│の
│も
│の
│を
│盗
│ん
│で
│き
│て
│自
│分
│の
│も
│の
│に
│ち
│や
│ん
│と
││作
│り
│直
│す
│才
│能
│は
│、

│そ
│の
│ず
│る
│さ
│は
│、
│こ
│れ
│は
│私
│の
│唯
│一
│の
│特
│技
│だ
。
本
当
に
こ
の
ず
る
さ
、
い

ん
ち
き
に
は
厭
に
な
る
。（
中
略
）

本
当
に
私
は
、
ど
れ
が
本
当
の
自
分
だ
が
わ
か
ら
な
い
。
│読
│む
│本
│が
│な
│く

│な
│つ
│て
│、
│真
│似
│す
│る
│お
│手
│本
│が
│な
│ん
│に
│も
│見
│つ
│か
│ら
│な
│く
│な
│つ
│た
│時
│に
│は
│、

│私
│は
│、
│一
│体
│ど
│う
│す
│る
│だ
│ら
│う
。
手
も
足
も
出
な
い
、
萎
縮
の
態
で
、
む
や

み
に
鼻
を
か
ん
で
ば
か
り
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
中
略
）

「
若
い
女
の
缺
点
」
と
い
う
見
出
し
で
、
い
ろ
ん
な
人
が
書
い
て
あ
る
。

読
ん
で
ゐ
る
う
ち
に
、
自
分
の
こ
と
を
言
は
れ
た
や
う
な
気
が
し
て
恥
か
し

い
気
に
も
な
る
。
│そ
│れ
│に
│書
│く
│人
│、
│人
│に
│よ
│つ
│て
│、
│ふ
│だ
│ん
│ば
│か
│だ
│と
│思
│つ

│て
│ゐ
│る
│人
│は
│、
│そ
│の
│と
│ほ
│り
│に
│、
│ば
│か
│の
│感
│じ
│が
│す
│る
│様
│な
│こ
│と
│を
│言
│つ
│て

│ゐ
│る
│し
│、
│写
│真
│で
│見
│て
│、
│お
│し
│や
│れ
│の
│感
│じ
│の
│す
│る
│人
│は
│、
│お
│し
│や
│れ
│の
│言

│葉
│使
│ひ
│を
│し
│て
│ゐ
│る
│の
│で
│、
│可
│笑
│し
│く
│て
│、
│と
│き
│ど
│き
│く
│す
│く
│す
│笑
││ひ
││な
│が

│ら
│読
│ん
│で
│行
│く
。
宗
教
家
は
、
す
ぐ
に
信
仰
を
持
ち
出
す
し
、
教
育
家
は
、

初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
恩
、
恩
、
と
書
い
て
あ
る
。
政
治
家
は
、
漢
詩
を
持

ち
出
す
。
│作
│家
│は
│、
│気
│取
│つ
│て
│、
│お
│し
│や
│れ
│な
│言
│葉
│を
│使
│つ
│て
│ゐ
│る
│。
│し
│よ

│つ
│て
│ゐ
│る
。

傍
線
部
に
注
目
す
る
と
分
か
る
よ
う
に
、
太
宰
に
よ
る
改
変
は
僅
か
で
は
あ

る
も
の
の
、
そ
れ
が
す
べ
て
時
評
家
や
作
家
へ
の
言
及
に
集
中
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
の
わ
ず
か
な
改
変
は
、「
小
説
の
文
章
を
手
本
と
見
た

り
、
真
似
し
た
り 19

」
す
る
作
家
が
多
く
な
り
、「
厭
味
に
気
取
つ
た
文
章
、
歯

の
浮
く
お
し
や
れ
な
文
章 20

」
が
氾
濫
し
て
い
る
、
と
い
う
川
端
の
文
壇
批
評
に

重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
う
し
た
批
評
が
掲
載
さ
れ
た
場
も
「
婦
人

公
論
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
原
作
と
な
る
『
日
記
』
は
、「
綴
方
教
室
」→

豊
田
正
子→

「
婦
人
公
論
」→

川
端
康
成
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
鎖
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
お
り
、

順
序
よ
く
探
っ
て
い
く
と
「
女
生
徒
」
に
ま
で
辿
り
つ
く
の
で
あ
る
。
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昭
和
十
二
年
に
「
婦
人
公
論
」
小
品
欄
の
選
者
と
な
っ
た
川
端
は
、
女
性

読
者
か
ら
の
投
稿
を
呼
び
か
け
、「
女
性
の
殉
情
可
憐
な
一
面
」
と
「
純
潔
高

貴
の
一
面
」
を
探
し
求
め
て
い
る
。
そ
し
て
選
評
に
お
い
て
は
、「
平
凡
な
家

庭
日
記
」
で
も
「
家
族
や
友
人
の
顔
や
動
作
の
写
生
」
で
も
、「
自
由
に
生
き

生
き
と
真
実
を
書
い
て
ほ
し
い 21

」
と
述
べ
、「
文
学
の
毒
気
に
、
日
夜
苦
し
め

ら
れ
て
ゐ
る
私
は
、
悪
い
意
味
の
文
学
少
女
臭
を
、
寧
ろ
斥
け
て
選
を
し
て
ゐ

る 22

」
の
で
あ
り
、「
女
学
生
ら
し
く
い
ろ
い
ろ
と
心
を
動
か
し
て
ゐ
る
感
じ 23

」

の
文
章
や
、「
花
や
か
に
明
る
い
文
章
も
見
た
い 24

」
と
投
稿
者
を
促
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
川
端
の
要
望
を
踏
ま
え
て
お
い
て
、
さ
ら
に
「
女
生

徒
」
と
川
端
と
の
関
係
を
最
初
に
指
摘
し
た
岸
根
泰
子
氏
の
論
説
を
見
て
み
よ

う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
た
と
き
、
│「
│女
│生
│徒
│」
│と
│い
│う
│テ
│キ
│ス
│ト
│が
│、
│そ
│の

│構
│成
│も
│モ
│チ
│ー
│フ
│も
│、
│川
│端
│を
│驚
│喜
│さ
│せ
│る
│に
│足
│る
│も
│の
│で
│あ
│っ
│た
こ
と
が

よ
く
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
中
略
）

│川
│端
│が
│驚
│嘆
│し
│熱
│狂
│的
│な
│賛
│辞
│を
│送
│っ
│た
│の
│は
│、
│ま
│さ
│に
│こ
│の
│よ
│う
│な
│「
│女

│生
│徒
│」
│の
│テ
│キ
│ス
│ト
│の
│全
│体
│性
│に
│対
│し
│て
│で
│あ
│っ
│た
│と
│い
│え
│る
│。
│そ
│し
│て
│「
│女

│生
│徒
│」
│に
│川
│端
│が
│は
│じ
│め
│て
│見
│い
│だ
│し
│た
│「
│高
│貴
│」
│さ
│と
│は
│、
│「
│私
│」
│の
│も

│っ
│て
│い
│る
│批
│判
│精
│神
│の
│み
│ず
│み
│ず
│し
│さ
│で
│は
│な
│か
│っ
│た
│か
│。
│「
│女
│の
│精
│神
│的

│な
│も
│の
│に
│つ
│い
│て
│、
│大
│凡
│失
│望
│す
│る
│こ
│と
│の
││多
│」
│か
│っ
│た
│川
│端
│が
│、
│文
│学
│作

│品
│の
│中
│に
│ほ
│ぼ
│完
│璧
│に
│具
│現
│化
│さ
│れ
│た
│女
│学
│生
│の
│意
│識
│、
│そ
│し
│て
│そ
│の
│表
│現

│方
│法
│に
│手
│放
│し
│の
│賛
│辞
│を
│送
│っ
│た
│の
│も
│き
│わ
│め
│て
│自
│然
│な
│こ
│と
│だ
│っ
│た
│の

│だ
。 25

根
岸
氏
の
こ
の
論
説
は
、
出
来
上
が
っ
た
「
女
生
徒
」
が
川
端
に
好
か
れ
た

理
由
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
考
え
れ

ば
、
太
宰
が
こ
の
作
品
を
考
案
し
て
い
た
際
に
、
す
で
に
川
端
を
意
識
し
て
い

る
可
能
性
も
高
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
女
生
徒
」
に
現
れ
た
作
家
批
評
の
部
分
は
、
太

宰
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
川
端
の
文
壇
批
評
を
踏

襲
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
作
品
を
手
に
し
た
川
端
が
、「
私
」

の
「
批
判
精
神
」
の
「
高
貴
さ
」
に
共
鳴
す
る
の
も
無
理
は
な
い
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、「
女
学
校
に
通
ふ
頃
の
少
女 26

」
の
投
稿
を
呼
び
か
け
て
い
る
川
端

に
こ
た
え
る
か
の
よ
う
に
、
高
女
卒
で
洋
裁
学
校
に
通
う
淑
子
は
、「
女
生
徒
」

で
は
「
普
通
の
女
学
校
の
一
生
徒
」
に
改
変
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
川
端
が
最

も
望
ん
で
い
る
、「
あ
ら
ゆ
る
生
活
の
面
」（「
平
凡
な
家
庭
日
記
」）、「
女
性
的

な
る
も
の
」
と
い
っ
た
要
素
は
、
ま
さ
に
「
女
生
徒
」
の
素
材
で
あ
る
『
日

記
』
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、「
女
生
徒
」
に
登
場
し
た
「
ほ
ぼ
完
璧

に
具
現
化
さ
れ
た
女
学
生 27

」
は
、
有
明
淑
の
『
日
記
』
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、

時
評
家
の
川
端
好
み
に
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
た
虚
構
の
人
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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三
　
構
想
メ
モ
に
あ
る
「
大
ギ
モ
ン
」（「
大
疑
問
」）

「
二
」
に
お
い
て
、
時
評
家
川
端
へ
の
意
識
を
抽
出
し
た
が
、
こ
こ
で
は
そ

れ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
太
宰
の
構
想
メ
モ
に
あ
る
「
大
ギ
モ
ン
」（「
大
疑
問
」）

に
つ
い
て
考
察
す
る
。

公
開
さ
れ
た
『
日
記
』
の
表
紙
裏
と
裏
表
紙
に
は
『
日
記
』
か
ら
取
り
出
さ

れ
た
様
々
な
単
語
や
フ
レ
ー
ズ
が
あ
り
、「
女
生
徒
」
の
構
想
メ
モ
と
思
わ
れ

る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
〈
表
紙
裏
メ
モ
〉
に
書
か
れ
た
単
語
は
主
に

「
女
生
徒
」
前
半
部
の
挿
話
と
な
っ
て
お
り
、〈
裏
表
紙
メ
モ
〉
は
後
半
部
の
内

容
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
両
方
の
メ
モ
に
あ
る
「
大
ギ
モ
ン
」（「
大

疑
問
」）
と
い
う
単
語
で
あ
る
。
高
橋
秀
太
郎
氏
に
よ
る
と
、「
こ
の
言
葉
は

『
日
記
』
や
「
女
生
徒
」
自
体
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
、
メ
モ
が
置
か
れ
た
位

置
と
「
女
生
徒
」
と
比
較
す
る
と
、〈
表
紙
裏
メ
モ
〉
に
あ
る
「
大
ギ
モ
ン
」

に
対
応
す
る
の
は
、「
若
い
女
の
欠
点
」
を
読
ん
で
の
感
想
に
続
く
「
私
た
ち
」

の
「
世
の
中
」
に
対
す
る
疑
問
、
要
求
に
あ
た
る 28

」
と
い
う
。

確
か
に
両
者
を
並
べ
て
み
る
と
、
重
な
る
表
現
が
い
く
つ
も
あ
り
、
似
通
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
綿
密
に
照
合
し
て
み
る
と
、
そ
の
内
容
や

文
体
に
は
異
質
な
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
ず
、「
世
の
中
」
の
「
権

威
」
に
対
し
、『
日
記
』
に
は
「
本
当
に
此
の
人
達
は
、
い
つ
も
ど
ん
な
場
合

で
も
、
こ
ん
な
気
持
を
持
つ
て
い
て
く
れ
る
の
│だ
│ろ
│う
│か
。
広
い
気
持
を
、
私

達
自
身
も
望
ん
で
ゐ
る
事
を
、
い
つ
も
此
の
人
達
も
望
ん
で
ゐ
て
く
れ
る
の
│だ

│ろ
│う
│か
。」、「
此
の
人
達
が
望
ん
で
ゐ
ら
れ
る
様
に
、
私
達
が
な
つ
て
い
つ
た

ら
、
何
処
ま
で
見
守
り
、
導
い
て
い
つ
て
く
れ
る
│だ
│ろ
│う
│か
。」
と
あ
る
よ
う

に
、
原
作
者
の
淑
子
は
雑
誌
に
載
せ
ら
れ
た
批
評
家
の
言
説
に
疑
問
や
不
満
を

抱
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。

一
方
、「
女
生
徒
」
で
は
よ
り
挑
発
的
な
文
章
が
目
立
っ
て
い
る
。「「
本
当

の
」
愛
、「
本
当
の
」
自
覚
、
と
は
、
ど
ん
な
も
の
か
、
は
つ
き
り
手
に
と
る

や
う
に
は
書
か
れ
て
ゐ
な
い
。」、「
こ
の
人
た
ち
に
は
、
わ
か
つ
て
ゐ
る
の
か

も
知
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
も
つ
と
具
体
的
に
、
た
だ
一
言
、
右
へ
行
け
、

左
へ
行
け
、
と
、
た
だ
一
言
、
権
威
を
以
て
指
で
示
し
て
く
れ
た
は
う
が
、
ど

ん
な
に
有
難
い
か
わ
か
ら
な
い
。」、「
誰
も
自
信
が
無
い
の
か
し
ら
。
こ
こ
に

意
見
を
発
表
し
て
ゐ
る
人
た
ち
も
、
い
つ
で
も
、
ど
ん
な
場
合
に
で
も
、
こ
ん

な
意
見
を
持
つ
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
わ
け
で
は
無
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
正
し
い

希
望
、
正
し
い
野
心
を
持
つ
て
ゐ
な
い
、
と
叱
つ
て
居
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ

ん
な
ら
私
た
ち
、
正
し
い
理
想
を
追
つ
て
行
動
し
た
場
合
、
こ
の
人
は
何
処
ま

で
も
私
た
ち
を
見
守
り
、
導
い
て
い
つ
て
く
れ
る
だ
ら
う
か
。」
と
い
う
よ
う

に
、「
権
威
」
を
鋭
く
突
き
刺
す
批
判
が
た
や
す
く
読
み
取
れ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、『
日
記
』
に
は
「
こ
ゝ
に
書
い
て
あ
る
事
は
、
決
し
て
全

部
が
全
部
の
人
と
云
ふ
わ
け
で
は
無
い
け
れ
ど
、
私
の
知
つ
て
ゐ
る
限
り
の
人

で
は
、
皆
持
つ
て
ゐ
る
も
の
ば
か
り
だ
。
教
へ
ら
れ
る
事
も
あ
る
。
考
へ
て
み

る
事
も
あ
る
。」
と
い
う
肯
定
的
な
言
葉
も
見
ら
れ
る
が
、「
女
生
徒
」
で
は
そ
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れ
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
、「
権
威
」
に
対
す
る
批
判
の
姿
勢
が
一
貫
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
挑
発
的
な
〈
表
紙
裏
メ
モ
〉
に
あ
る
「
大
ギ
モ
ン
」
と
ペ
ア

に
な
っ
て
い
る
の
は
、〈
裏
表
紙
メ
モ
〉
の
「
大
疑
問
」
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

〈
裏
表
紙
メ
モ
〉
に
あ
る
「
大
疑
問
」
は
太
宰
の
独
創
で
あ
る
「
ロ
コ
コ
料
理
」

と
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
〈
裏
表
紙
メ
モ
〉
の
「
大
疑
問
」

を
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
「
ロ
コ
コ
料
理
」
の
場
面
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

ど
う
せ
私
は
、
お
い
し
い
ご
馳
走
な
ん
て
作
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
せ
め

て
、
て
い
さ
い
だ
け
で
も
美
し
く
て
、
お
客
様

、
、
、

を
眩
惑
さ
せ
て
、
ご
ま
か
し

て
し
ま
ふ
の
だ
。
料
理
は
、
見
か
け
が
第
一
で
あ
る
。
色
彩
の
配
合
に
つ
い

て
、
人
一
倍
、
敏
感
で
な
け
れ
ば
、
失
敗
す
る
。
せ
め
て
私
く
ら
ゐ
の
デ
リ

カ
シ
イ
が
無
け
れ
ば
ね
。
ロ
コ
コ
と
い
ふ
言
葉
を
、
こ
な
ひ
だ
辞
典
で
し
ら

べ
て
み
た
ら
、
華
麗
の
み
に
て
内
容
空
疎
の
装
飾
様
式
、
と
定
義
さ
れ
て
ゐ

た
の
で
、
笑
つ
ち
ゃ
つ
た
。
名
答
で
あ
る
。
美
し
さ
に
、
内
容
な
ん
て
あ
つ

て
た
ま
る
も
の
か
。
純
粋
の
美
し
さ
は
、
い
つ
も
無
意
味
で
、
無
道
徳
だ
。

き
ま
つ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
私
は
、
ロ
コ
コ
が
好
き
だ
。（
傍
点
は
引
用
者

に
よ
る
。
以
下
同
様
）

「
ロ
コ
コ
料
理
」
は
、「
お
台
所
に
残
つ
て
在
る
も
の
一
切
合
切
、
い
ろ
と
り

ど
り
に
、
美
し
く
配
合
さ
せ
て
、
手
際
よ
く
並
べ
出
す
」、「
経
済
」
的
な
も
の

で
は
あ
る
が
、「
私
」
の
よ
う
な
「
絵
心
」
や
「
デ
リ
カ
シ
イ
」
が
な
け
れ
ば

「
ル
ヰ
王
朝
を
思
い
出
す
」
ほ
ど
の
「
美
し
」
さ
が
描
か
れ
な
い
と
い
う
。
だ

が
、
こ
の
「
美
し
い
」
料
理
を
味
見
し
て
い
る
う
ち
、「
私
」
は
「
い
つ
も
」

「
死
に
さ
う
に
疲
れ
て
、
憂
う
つ
に
な
」
っ
た
り
す
る
。「
つ
い
に
は
、
え
え

つ
！

と
、
や
け
く
そ
に
な
つ
て
、
味
で
も
体
裁
で
も
め
ち
や
め
ち
や
に
、
投

げ
と
ば
し
て
、
ば
た
ば
た
や
つ
て
し
ま
つ
て
、
じ
つ
に
不
機
嫌
な
顔
し
て
、
お

客
に
差
し
出
す
。
け
ふ
の
お
客
様
は
、
こ
と
に
も
憂
う
つ
。」
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
私
」
が
憂
う
つ
に
な
る
理
由
の
一
つ
は
「
お
客
様
」
に
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、「
お
客
様
」
と
の
「
つ
き
あ
い
」
や
そ
の
感
想
を
洩
ら
し

た
部
分
は
、『
日
記
』
六
月
九
日
の
も
の
と
重
な
っ
て
お
り
、
そ
の
引
用
さ
れ

た
頁
の
横
に
は
「
◎
　
お
客
」
と
い
う
太
宰
の
筆
跡
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
お

客
様
」
に
対
す
る
感
想
こ
そ
が
、〈
裏
表
紙
メ
モ
〉
に
あ
る
「
大
疑
問
」
に
結

び
つ
く
の
で
あ
る
。

『
日
記
』
六
月
九
日

何
も
、
お
高
く
と
│も
ま
る
必
要
は
な
い
け
れ
ど
、
あ
ん
な
人
達
と
、
無
理

に
話
を
合
わ
せ
て
み
た
り
、
一
緒
に
笑
つ
て
み
た
り
す
る
事
も
な
か
つ
た
様

な
気
が
す
る
。

あ
ん
な
者
に
も
礼
儀
を
（
へ
つ
ら
ひ
と
云
つ
て
も
よ
い
の
か
、
、

）
考
え
る
必

要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か

、
、
、
、

。
厭
だ
、
自
分
を
嫌
悪
し
た
く
な
る
。

し
か
し
思
ひ
様
に
よ
つ
て
は
、
お
母
さ
ん
が
今
日
の
私
の
態
度
を
嬉
し
相
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に
見
て
│ら
│れ
た
事
は
確
か
だ
。
そ
れ
丈
で
も
よ
か
つ
た
ん
だ
ろ
う
か

、
、
、
、

。

強
く
、
世
間
の
つ
き
あ
ひ
は
つ
き
あ
ひ
、
自
分
は
自
分
と
ち
や
ん
と
区
別

し
て
、
チ
ヤ
ン
B
C
気
持
よ
く
│な
処
し
て
い
く
人
に
な
つ
た
方
が
よ
い
の、

か、
。
又
は
、
│弱
人
に
悪
く
（
？
）
云
は
れ
て
も
、
自
分
を
失
は
ず
に
行
く
、

ど
つ
ち
が
よ
い
の
か
、
、

、
わ
か
ら
な
い
。

一
生
、
自
分
と
同
じ
型
の
人
達
の
中
丈
で
生
活
し
て
い
け
る
人
は
羨
ま
し

い
。│し

│か
│し
│こ
│れ
│は
│望
│め
│る
│事
│で
│は
│無
│い
。

「
女
生
徒
」

何
も
、
お
高
く
と
ま
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
ん
な
人
た
ち

と
こ
れ
以
上
、
無
理
に
話
し
を
合
わ
せ
て
み
た
り
、
一
緒
に
笑
っ
て
み
た
り

す
る
必
要
も
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
│あ
│ん
│な
│者
│に
│も
│、
│礼
│儀
│を
│、
│い
│や
│い

│や
│、
│へ
│つ
│ら
│ひ
│を
│致
│す
│必
│要
│な
│ん
│て
│絶
│対
│に
│な
│い
。
い
や
だ
。
も
う
、
こ
れ

以
上
は
厭
だ
。
│私
│は
│、
│つ
│と
│め
│ら
│れ
│る
│だ
│け
│は
││、
│つ
│と
│め
│た
│の
│だ
│。
お
母
さ

ん
だ
つ
て
、
け
ふ
の
私
の
が
ま
ん
し
て
愛
想
よ
く
し
て
ゐ
る
態
度
を
、
嬉
し

さ
う
に
見
て
ゐ
た
ぢ
ゃ
な
い
か
。
あ
れ
だ
け
で
も
、
よ
か
つ
た
ん
だ
ら
う

か
。
強
く
、
世
間
の
つ
き
あ
ひ
は
、
つ
き
あ
ひ
、
自
分
は
自
分
と
、
は
つ
き

り
区
別
し
て
置
い
て
、
ち
や
ん
ち
や
ん
気
持
よ
く
物
事
に
対
応
し
て
処
理
し

て
行
く
は
う
が
い
い
の
か
、
ま
た
は
、
人
に
悪
く
言
は
れ
て
も
、
い
つ
で
も

自
分
を
失
は
ず
、
韜
晦
し
な
い
で
行
く
は
う
が
い
い
の
か
、
ど
つ
ち
が
い
い

の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
一
生
、
自
分
と
同
じ
く
ら
ゐ
弱
い
や
さ
し
い
温
か
い

人
た
ち
の
中
で
だ
け
生
活
し
て
行
け
る
身
分
の
人
は
、
う
ら
や
ま
し
い
。
│苦

│労
│な
│ん
│て
│、
│苦
│労
│せ
│ず
│に
│一
│生
│す
│ま
│せ
│る
│ん
│だ
│つ
│た
│ら
│、
│わ
│ざ
│わ
│ざ
│求
│め
│て

│苦
│労
│す
│る
│必
│要
│な
│ん
│て
│無
││い
│ん
│だ
│。
│そ
│の
│は
│う
│が
│、
│い
│い
│ん
│だ
。

〈
表
紙
裏
メ
モ
〉
の
「
大
ギ
モ
ン
」
と
同
じ
よ
う
に
、
素
材
と
な
る
『
日
記
』

に
は
「
の
か
」
で
終
わ
る
セ
ン
テ
ン
ス
が
多
い
が
、
一
方
「
女
生
徒
」
に
は

「
の
だ
」（「
ん
だ
」）
と
い
う
断
定
的
な
表
現
が
目
立
つ
。
傍
線
部
は
太
宰
に
よ

る
加
筆
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
照
合
し
て
読
む
と
、
そ
の
改
変
は
あ

た
か
も
有
明
淑
の
「
大
疑
問
」
に
答
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
礼
儀
を
（
へ
つ
ら
ひ
と
云
つ
て
も
い
い
の
か
）
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
」
と
い
う
淑
子
の
疑
問
に
、「
私
」
は
「
礼
儀
を
、
い
や
い
や
、
へ
つ

ら
ひ
を
致
す
必
要
な
ん
て
絶
対
に
な
い
。」
と
答
え
て
い
る
。
ま
た
、「
ど
つ
ち

が
よ
い
の
か
、
わ
か
ら
な
い
」
と
迷
っ
て
い
る
淑
子
に
対
し
、「
私
」
は
「
苦

労
な
ん
て
、
苦
労
せ
ず
に
一
生
す
ま
せ
る
ん
だ
つ
た
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
求
め
て
苦

労
す
る
必
要
な
ん
て
無
い
ん
だ
。
そ
の
は
う
が
い
い
ん
だ
。」
と
力
強
く
断
言

し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
太
宰
の
改
変
に
よ
る
「
私
」
像
は
、
原
作
者
の
淑
子
よ
り
自

己
主
張
が
強
く
、
か
つ
懐
疑
的
・
挑
発
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ

の
「
私
」
が
最
も
攻
撃
的
に
語
っ
て
い
る
の
は
収
束
部
に
お
け
る
次
の
場
面
で

あ
る
。
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そ
の
当
人
に
し
て
み
れ
ば
、
苦
し
く
て
苦
し
く
て
、
そ
れ
で
も
、
や
つ
と

そ
こ
ま
で
堪
へ
て
、
何
か
│世
│の
│中
か
ら
聞
か
う
聞
か
う
と
懸
命
に
耳
を
す
ま

し
て
ゐ
て
も
、
や
つ
ぱ
り
、
何
か
あ
た
り
さ
は
り
の
な
い
教
訓
を
繰
り
返
し

て
、（
中
略
）
あ
ん
ま
り
遠
く
の
山
を
指
さ
し
て
、
あ
そ
こ
ま
で
行
け
ば
み

は
ら
し
が
い
い
、
と
、
現
在
こ
ん
な
に
烈
し
い
腹
痛
を
起
こ
し
て
ゐ
る
の

に
、
そ
の
腹
痛
に
対
し
て
は
、
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
し
て
、
た
だ
、
さ
あ
さ

あ
、
も
う
少
し
の
が
ま
ん
だ
、
あ
の
山
の
頂
上
ま
で
行
け
ば
、
し
め
た
も
の

だ
、
と
た
だ
、
そ
の
こ
と
ば
か
り
教
え
て
ゐ
る
。
│き
│つ
│と
│、
│誰
│か
│が
│間
│違
│つ

│て
│ゐ
│る
│。
│わ
│る
│い
│の
│は
│、
│あ
│な
│た
│だ
。

こ
の
文
章
に
当
該
す
る
箇
所
は
原
作
に
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
注
目

し
て
欲
し
い
の
は
、
こ
の
場
面
に
お
い
て
ヒ
ロ
イ
ン
の
独
り
言
か
ら
、
唐
突
に

も
「
わ
る
い
の
は
、
あ
な
た
だ
。」
と
い
う
責
め
る
よ
う
な
表
現
に
変
わ
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
不
自
然
に
現
れ
て
き
た
「
あ
な
た
」
と
は
果
た
し
て

誰
を
指
し
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
太
宰
の
創
作
で
あ
る
「
ロ
コ
コ
料
理
」
の
描
写
を
も
う
一
度
思
い
出

し
て
み
よ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
一
少
女
の
〈
生
活
日
記
〉
を
い
っ
た
ん
バ
ラ

バ
ラ
に
し
て
、
自
負
の
「
絵
心
」
と
「
デ
リ
カ
シ
イ
」
で
「
美
し
く
配
合
さ

せ
」
な
が
ら
「
女
生
徒

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

」
に
改
変
す
る
と
い
う
経
緯
は
、
実
に
「
お
台
所
に
残

つ
て
あ
る
も
の
一
切
合
切
」
を
「
美
し
い
」「
ロ
コ
コ
料
理
」
に
変
貌
さ
せ
る

の
と
似
通
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、「
女
生
徒
」（「
ロ
コ
コ
料
理
」）
は
「
ま
る
で

嘘
つ
い
て
皆
を
だ
ま
し
て
ゐ
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
〈
あ
り
の
ま
ま
の

事
実
〉
と
し
て
受
容
し
、
そ
の
見
た
目
の
「
美
し
」
さ
に
「
眩
惑
」
さ
れ
た

「
お
客
様 29

」
が
い
る
。
ま
た
一
方
で
、
そ
う
し
た
「
ル
ヰ
王
朝
を
思
い
出
す
」

ほ
ど
の
「
美
し
い
」
料
理
を
味
見
し
て
い
る
う
ち
、「
死
に
そ
う
に
疲
れ
て
、

憂
う
つ
に
な
つ
て
」、「
じ
つ
に
不
機
嫌
な
顔
し
て
、
お
客
に
差
し
出
す
」「
私 30

」

も
い
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
考
え
れ
ば
、
一
少
女
の
〈
生
活
日
記
〉
を
小
説

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
し
た
の

は
、
当
時
の
時
評
家
・
読
者
の
好
み
を
逆
用
し
、
あ
え
て
そ
う
し
た
題
材
を
下

敷
き
に
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、「
ロ
コ
コ
料
理
」
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
解
釈
の
糸
口
と
し
て
作
中
に
組
み
込
み
つ
つ
、「
き
つ
と
、
誰
か
が
間
違
つ

て
ゐ
る
。
わ
る
い
の
は
、
あ
な
た
だ
」
と
い
う
反
発
を
表
そ
う
と
し
た
か
ら
で

は
な
い
か
。
更
に
付
け
加
え
て
い
う
と
、「
あ
な
た
」
と
い
う
太
宰
の
言
葉
遣

い
に
少
し
敏
感
で
あ
る
な
ら
ば
、
昭
和
十
年
、
念
願
の
「
芥
川
賞
」
に
落
選
し

た
太
宰
が
、
選
考
委
員
で
あ
る
川
端
に
不
満
を
抱
き
、「
│あ
│な
│た
は
文
芸
春
秋

９
月
号
に
私
へ
の
悪
口
を
書
い
て
居
ら
れ
る 31

」（
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
）
と

い
う
一
行
か
ら
始
ま
る
随
筆
を
発
表
し
て
い
た
事
が
た
や
す
く
想
起
さ
れ
る
だ

ろ
う
。

言
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
不
自
然
な
呼
び
か
け
は
、
恐
ら
く
「
世
の
中
」
や

「
権
威
」
で
象
徴
さ
れ
る
「
文
壇
常
識 32

」
・
同
時
代
に
お
け
る
読
み
の
コ
ー
ド

へ
向
け
て
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
「
世
の
中
」（
文
壇
常
識
）
を
形

成
す
る
「
お
客
様
」
―
時
評
家
や
読
者
へ
の
批
判
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
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四
　
冒
頭
部
と
最
終
部
の
円
環
構
造

物
語
に
お
け
る
太
宰
の
独
創
は
、
前
述
し
た
人
物
造
形
の
改
変
や
ロ
コ
コ
料

理
の
挿
入
の
ほ
か
に
、
冒
頭
部
と
最
終
部
の
加
筆
に
も
認
め
ら
れ
る
。

構
想
メ
モ
を
み
る
と
、
冒
頭
部
に
関
す
る
の
は
「
寝
床
」「
鏡
」
と
い
っ
た

単
語
の
羅
列
だ
け
で
あ
る
が
、
最
終
部
の
構
想
は
、
ペ
ン
や
色
鉛
筆
な
ど
の
単

語
や
フ
レ
ー
ズ
が
細
々
と
書
き
込
ま
れ
て
お
り
、
中
に
は
「
女
生
徒
」
に
現
れ

て
い
な
い
フ
レ
ー
ズ
も
見
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
構
想
メ
モ
か
ら
、
最
終
部
の
方

が
よ
り
丹
念
に
練
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
従
い
、
最
終
部
か
ら

冒
頭
部
と
い
う
順
で
読
ん
で
い
く
と
、
加
筆
さ
れ
た
最
終
部
と
冒
頭
部
の
文
章

が
呼
応
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

「
│眠
│り
│に
│落
│ち
│る
│と
│き
│の
│気
│持
│つ
│て
│、
│へ
│ん
│な
│も
│の
│だ
。
鮒
か
、
う
な
ぎ
か
、

ぐ
い
ぐ
い
釣
糸
を
ひ
つ
ぱ
る
や
う
に
、（
中
略
）
ぐ
つ
と
大
き
く
引
い
て
、
こ

ん
ど
は
朝、
ま
で
」
と
い
う
結
末
は
、「
│あ
│さ
│、
│眼
│を
│さ
│ま
│す
│と
│き
│の
│気
│持
│は
│、

│面
│白
│い
。」
と
い
う
書
き
出
し
に
見
事
に
繋
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
鮒
か
、
う

な
ぎ
か
、
ぐ
い
ぐ
い
釣
糸
を
ひ
つ
ぱ
る
や
う
に
、
な
ん
だ
か
重
い
、
鉛
み
た
い

な
力
が
、
糸
で
も
つ
て
私
の
頭
を
、
ぐ
つ
と
ひ
い
て
、
私
が
と
ろ
と
ろ
眠
り
か

け
る
と
、
│ま
│た
ち
よ
つ
と
糸
を
ゆ
る
め
る
。
す
る
と
、
私
は
、
は
つ
と
気
を
取
り

直
す
。
│ま
│た
、
ぐ
つ
と
引
く
。
と
ろ
と
ろ
眠
る
。
│ま
│た
、
ち
よ
つ
と
糸
を
放
す
。

そ
ん
な
こ
と
を
│三
│度
│か
│、
│四
│度
│く
│り
│か
│え
│し
│て
│、
│そ
│れ
│か
│ら
│、
│は
│じ
│め
│て
、
ぐ

つ
と
大
き
く
引
い
て
、
こ
ん
ど
は
朝
ま
で
。」
と
い
う
最
終
部
の
描
写
も
、「
箱

を
あ
け
る
と
、
そ
の
中
に
、
│ま
│た
小
さ
い
箱
が
あ
つ
て
、
そ
の
小
さ
い
箱
を
あ

け
る
と
、
│ま
│た
そ
の
中
に
、
も
つ
と
小
さ
い
箱
が
あ
つ
て
、
そ
い
つ
を
あ
け
る

と
、
│ま
│た
│、
│ま
│た
、
小
さ
い
箱
が
あ
つ
て
、
そ
の
小
さ
い
箱
を
あ
け
る
と
、
│ま

│た
箱
が
あ
つ
て
、
さ
う
し
て
、
│七
│つ
│も
│、
│八
│つ
│も
│、
│あ
│け
│て
│い
│つ
│て
│、
│た
│う
│と

│う
│お
│し
│ま
│ひ
│に
、
さ
い
こ
ろ
く
ら
ゐ
の
小
さ
い
箱
が
出
て
き
て
」
と
い
う
冒
頭

部
の
「
や
り
き
れ
な
」
さ
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、「
私
は
悲
し
い

癖
で
、
顔
を
両
手
で
ぴ
つ
た
り
覆
つ
て
ゐ
な
れ
ば
、
眠
れ
な
い
。
顔
を
覆
つ

て
、
じ
つ
と
し
て
ゐ
る
。」
と
い
う
結
末
の
表
現
は
、
冒
頭
の
「
か
く
れ
ん
ぼ

の
と
き
、
押
入
れ
の
真
暗
い
中
に
、
じ
つ
と
、
し
や
が
ん
で
隠
れ
て
ゐ
」
る
部

分
を
想
起
さ
せ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
首
尾
呼
応
し
て
い
る
の
は
、
単
に
文
体
や
描
写
の
類
似
だ

け
で
は
な
い
。
太
宰
の
〈
裏
表
紙
メ
モ
〉
に
は
、「
ふ
と
ん
は
ぐ
、
両
手
で
顔

を
覆
ふ
」「
私
は
じ
き
じ
き
お
母
さ
ん
の
ふ
と
こ
ろ
の
中
に
／
は
い
つ
て
ゆ
か

う
と
思
ふ
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
。
だ
が
、「
女
生
徒
」
に
は
そ
れ
は
現

れ
ず
、「
お
や
す
み
な
さ
い
。
私
は
、
王
子
さ
ま
の
ゐ
な
い
シ
ン
デ
レ
ラ
姫
。

あ
た
し
、
東
京
の
、
ど
こ
に
ゐ
る
か
、
ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
？

も
う
、
ふ
た
た

び
お
目
に
か
か
り
ま
せ
ん
。」
と
な
っ
て
い
る
。「
お
母
さ
ん
の
ふ
と
こ
ろ
の
中

に
／
は
い
つ
て
ゆ
か
う
」
と
い
う
元
の
構
想
は
、
確
か
に
冒
頭
の
「
か
く
れ
ん

ぼ
」
の
部
分
と
繋
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
最
終
部
か
ら
冒
頭
部
へ
の
回
帰

が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、「
ふ
と
こ
ろ
の
中
」
で
物
語
は
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
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そ
れ
に
代
る
「
シ
ン
デ
レ
ラ
姫
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
そ
れ
を
補
お
う
と
す

る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
就
寝
の
際
、「
私
」
は
「
王
子
さ
ま
の
ゐ
な
い
シ
ン

デ
レ
ラ
姫
」
と
自
称
し
て
い
る
以
上
、
朝
に
な
っ
て
も
「「
見
つ
け
た
！
」
と

大
声
で
」
言
う
「
王
子
さ
ま
」
は
登
場
す
る
は
ず
が
な
い
。
い
わ
ば
、「
王
子

さ
ま
の
ゐ
な
い
」「
私
」
は
、「
明
日
も
ま
た
、
同
じ
日
」
を
迎
え
る
こ
と
に
な

り
、「
幸
福
は
一
生
、
来
な
い
」
の
で
あ
る
。
三
ヶ
月
強
の
素
材
の
日
記
が
、

五
月
一
日
と
い
う
一
日
の
出
来
事
に
改
変
さ
れ
る
こ
と
は
こ
こ
に
お
い
て
大
き

な
意
味
を
持
つ
。
冒
頭
部
と
最
終
部
の
円
環
構
造
に
よ
っ
て
、
一
少
女
の
三
ヶ

月
の
〈
生
活
日
記
〉
が
見
事
に
閉
じ
ら
れ
た
「
女
生
徒

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

」
と
な
り
、「
私
」
が

し
き
り
に
感
じ
る
「
や
り
き
れ
な
い
」「
虚
無
」
や
「
苦
し
さ
侘
し
さ
」
も
、

そ
の
円
環
の
よ
う
に
、
夜
「
眠
り
に
か
け
る
と
」
ゆ
る
み
、「
ゆ
る
め
」
る
と

「
ぐ
う
つ
と
大
き
く
引
い
て
、
こ
ん
ど
は
朝
ま
で
」
続
き
、
そ
れ
は
、
次
の
日

に
も
、
そ
の
次
の
日
に
も
、
延
々
と
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

昭
和
十
年
代
、
太
宰
を
困
ら
せ
て
い
た
「
文
壇
常
識
」
と
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
、「
太
宰
治
の
場
合
は
、
自
虐
的
な
告
白
に
も
見
ら
れ
る
通
り
、
心
の
弱

さ
や
病
の
た
め
に
、
そ
れ
が
歪
ん
だ
り
、
折
れ
た
り
し
て
ゐ
る 33

」
と
い
っ
た
、

い
わ
ば
「
作
品
を
、
作
家
か
ら
離
れ
た
署
名
な
し
の
一
個
の
生
き
物
と
し
て
独

立
さ
せ
て
は
呉
れ
な
い 34

」
と
い
う
〈
私
小
説
的
な
読
み
〉
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
う
し
た
読
み
の
発
端
は
、「
な
る
ほ
ど
「
道
化
の
華
」
の
方
が
作
者
の
生
活

や
文
学
観
を
一
杯
に
盛
つ
て
ゐ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
作
者
目
下
の
生
活
に

厭
な
雲
あ
り
て
、
才
能
の
素
直
に
発
せ
ざ
る
憾
み
あ
つ
た 35

」
と
い
う
川
端
の
批

評
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
川
端
評
に
怒
り
を
覚
え
た
太
宰
は
、「
文
芸
通
信
」
に
「
川
端
康
成
へ
」

と
い
う
随
筆
を
発
表
し
、
以
来
、
川
端
と
「
芥
川
賞
事
件
」
を
め
ぐ
る
確
執
に

よ
り
、
太
宰
の
作
品
は
し
ば
し
ば
雑
誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
文

壇
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
世
の
中
」
の
評
価
は
錯
乱
し

た
登
場
人
物
＝
太
宰
治
と
い
う
読
み
の
コ
ー
ド
に
支
配
さ
れ
て
い
た
た
め
、
太

宰
の
作
品
に
対
す
る
批
評
に
お
い
て
は
、「
小
説
と
い
ふ
も
の
を
そ
も
そ
も
否

定
す
る
精
神
で
書
い
て
ゐ
る
」（
高
見
順
）、「
文
字
通
り
病
的
で
あ
る
。
早
く

此
の
境
地
を
脱
出
す
る
こ
と
を
望
む
」（
河
上
徹
太
郎
）、「
太
宰
治
の
も
の
は
、

も
う
沢
山
だ
と
い
ふ
感
じ
だ
。
い
つ
も
い
つ
も
同
じ
発
作
で
字
を
書
い
て
ゐ

る
」（
河
上
徹
太
郎
）
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る 36

。

そ
う
し
た
文
壇
言
説
を
背
景
に
、
昭
和
十
二
年
四
月
か
ら
昭
和
十
三
年
九
月

ま
で
の
沈
黙
期 37

を
経
て
、
時
評
家
の
川
端
が
探
し
求
め
て
い
る
「
女
性
的
な
る

も
の
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
「
女
生
徒
」
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。「
女
生
徒
」

に
現
れ
た
「
ほ
ぼ
完
璧
に
具
現
化
さ
れ
た
」
ヒ
ロ
イ
ン
が
、
文
壇
を
牛
耳
っ
て

い
る
時
評
家
の
好
み
に
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
た
虚
構
の
人
物
で
あ
る
こ
と
は
先

述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
、「
病
的
な
作
風
」
か
ら
脱
出
し
、「
静
溢

な
本
格
さ 38

」
を
強
要
し
て
い
る
「
世
の
中
」
に
応
え
る
か
の
よ
う
に
、「
女
生

徒
」
は
一
見
し
て
「
明
る
い
印
象
の
調
和
の
と
れ
た
小
説
」
に
仕
上
げ
ら
れ
て
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い
る
。
し
か
し
、
ヒ
ロ
イ
ン
の
造
形
か
ら
、
物
語
の
モ
チ
ー
フ
ま
で
当
時
の

「
世
の
中
」
に
迎
合
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
作
品
だ
が
、
太
宰
の
独
創

で
あ
る
「
ロ
コ
コ
料
理
」
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
「
文
壇

常
識
」
を
形
成
す
る
時
評
家
や
読
者
へ
の
批
判
も
浮
上
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
女
生
徒
」
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
そ
の
成
立
事
情
が
公
開
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
た
め
、
川
端
か
ら
は
「
そ
こ
（
引
用
者
注
、「
女
生
徒
」）
に
こ
の
作
者
と

し
て
は
珍
し
く
多
く
の
人
に
も
通
じ
る
、
素
直
な
美
し
さ
を
見
せ
」、「
そ
の
作

者
が
い
さ
さ
か
で
も
芽
伸
び
を
見
せ
て
く
れ
て
ゐ
る 39

」
と
い
う
最
大
級
の
賛
辞

を
受
け
た
。
川
端
の
こ
の
一
押
し
を
皮
切
り
に
、「
女
生
徒
」
は
そ
の
翌
年
に

北
村
透
谷
賞
の
次
席
に
選
ば
れ
、
そ
れ
ま
で
「
病
的
」「
暗
黒
」
と
言
わ
れ
て

き
た
太
宰
の
文
壇
評
価
が
一
新
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
原
拠
と
な

る
『
日
記
』
が
公
表
さ
れ
た
現
在
に
お
い
て
は
、「
女
生
徒
」（「
ロ
コ
コ
料
理
」）

の
見
た
目
の
「
美
し
」
さ
に
「
眩
惑
」
さ
れ
た
評
者
た
ち
に
は
見
え
な
か
っ

た
、
こ
の
作
品
が
隠
し
持
つ
毒
が
、
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

注１
　
川
端
康
成
「
小
説
と
批
評
―
文
芸
時
評
―
」（「
文
芸
春
秋
」
昭
和
十
四
年
五
月
）
三

四
九
頁
。

２
　
作
品
の
成
立
経
緯
が
津
島
美
知
子
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
昭
和
二
十
八
年
で

あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。「
昭
和
十
四
年
の
一
月
末
頃
だ
つ

た
と
思
ふ
。
甲
府
の
御
崎
町
の
家
か
ら
上
京
し
た
太
宰
が
、
一
冊
の
ノ
ー
ト
を
持
ち
帰

つ
た
。
そ
れ
は
伊
東
屋
の
大
判
ノ
ー
ト
に
認
め
ら
れ
た
日
記
で
、
こ
の
主
は
、
Ａ
・
Ｓ

さ
ん
と
い
ふ
未
知
の
読
者
で
、
多
分
、
太
宰
が
、
甲
州
に
来
て
ゐ
る
間
に
、
前
年
夏
ま

で
居
た
、
荻
窪
の
下
宿
に
宛
て
て
送
つ
て
き
て
あ
つ
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
に

據
つ
て
、
八
十
枚
の
「
女
生
徒
」
が
出
来
た
。」（
津
島
美
知
子
「
後
記
」『
近
代
文
庫
太

宰
治
全
集
第
三
巻
』
創
芸
社
、
昭
和
二
十
八
年
）。
た
だ
し
引
用
は
、
津
島
美
知
子
『
回

想
の
太
宰
治
』（
人
文
書
院
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
）
一
八
九
頁
に
よ
る
。

３
　
杉
本
佳
栄
子
「
太
宰
治
小
論
―
『
女
生
徒
』
に
お
け
る
転
換
へ
の
意
志
―
」（「
常
葉

国
文
３
」
昭
和
五
十
三
年
六
月
）
八
一
頁
。

４
　
井
上
諭
一
「
女
生
徒
」（『
太
宰
治
全
作
品
研
究
事
典
』
勉
誠
社
、
平
成
七
年
十
一
月
）

一
三
八
頁
。

５
　
注
３
に
同
じ
。
八
四
頁
。

６
『
資
料
集
　
第
一
輯
　
有
明
淑
の
日
記
』（
青
森
県
近
代
文
学
館
、
平
成
十
二
年
二
月

十
五
日
）

７
　
相
馬
正
一
「
太
宰
治
の
「
女
生
徒
」
と
有
明
淑
の
日
記
」『
資
料
集
　
第
一
輯
　
有
明

淑
の
日
記
』（
青
森
県
近
代
文
学
館
、
平
成
十
二
年
二
月
十
五
日
）
一
〇
五
頁
。

８
　
詳
し
く
は
、
相
馬
正
一
「
太
宰
治
の
「
女
生
徒
」
と
有
明
淑
の
日
記
」（『
資
料
集
　
第

一
輯
　
有
明
淑
の
日
記
』
平
成
十
二
年
二
月
十
五
日
、
青
森
県
近
代
文
学
館
）、
高
橋
秀

太
郎
「
太
宰
治
「
女
生
徒
」
成
立
考
―
構
想
メ
モ
と
『
有
明
淑
の
日
記
』（
上
）」（「
日

本
文
芸
論
叢
」
二
〇
〇
二
年
三
月
）、
細
谷
博
「「
女
生
徒
」
の
自
立
性
―
『
有
明
淑
の

日
記
』
と
の
関
係
で
―
」（「
ア
カ
デ
ミ
ア
　
文
学
・
語
学
」
二
〇
〇
三
年
一
月
）、
及
び

坪
井
秀
人
「
女
の
声
を
盗
む
―
太
宰
治
の
女
性
告
白
体
小
説
に
つ
い
て
」（『
第
二
十
七

回
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
』
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）
を

参
照
。

９
　
注
２
に
同
じ
。
一
八
九
頁
。

10

注
７
に
同
じ
。
一
〇
五
頁
。

11

鳥
居
邦
朗
は
「
前
衛
と
し
て
の
太
宰
」
に
お
い
て
、「
太
宰
は
語
り
の
方
法
と
い
う
こ
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と
に
腐
心
し
た
作
家
」
で
あ
り
、「
お
そ
ら
く
、
並
以
上
に
方
法
意
識
の
強
い
作
家
」
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
詳
し
く
は
、
鳥
居
邦
朗
「
前
衛
と
し
て
の
太
宰
」（「
解
釈
と
鑑

賞
」
平
成
十
三
年
四
月
）
を
参
照
。

12

根
岸
泰
子
「「
女
生
徒
」
―
可
憐
で
、
魅
力
が
あ
り
、
少
し
は
高
貴
で
も
あ
る
少
女

―
」（「
国
文
学
」
平
成
十
一
年
六
月
）
六
九
頁
。

13

注
２
に
同
じ
。
一
八
九
頁
。

14

相
馬
正
一
「
太
宰
治
『
女
生
徒
』
と
有
明
淑
子
の
日
記
」（「
解
釈
と
鑑
賞
」
二
〇
〇

〇
年
二
月
）
一
七
三
頁
。
傍
点
筆
者
に
よ
る
。

15

川
端
康
成
「
婦
人
公
論
」
小
品
欄
選
評
（
昭
和
十
二
年
十
二
月
号
）。
た
だ
し
引
用

は
、『
川
端
康
成
全
集
　
第
三
十
四
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
九
年
五
月
）
四
一
九
頁

に
よ
る
。

16

川
端
康
成
「
文
芸
時
評
」（
昭
和
十
三
年
十
一
月
）。
た
だ
し
引
用
は
、『
川
端
康
成
全

集
　
第
三
十
一
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
七
年
八
月
）
四
○
五
〜
四
○
六
頁
に
よ
る
。

17

昭
和
十
年
代
の
川
端
は
、「
芥
川
龍
之
介
賞
」、「
文
学
界
賞
」、「
池
谷
新
三
郎
賞
」
と

い
っ
た
文
学
賞
の
有
力
選
者
と
し
て
活
躍
す
る
か
た
わ
ら
、『
婦
人
公
論
』
小
品
欄
、『
新

女
苑
』
コ
ン
ト
欄
、『
模
範
綴
方
全
集
』、『
少
女
の
友
』
作
品
欄
と
い
っ
た
子
供
や
少
女

向
け
の
文
学
誌
の
選
評
に
も
力
を
注
い
で
い
る
。

18

宮
内
淳
子
「「
女
生
徒
」
論
―
「
カ
ラ
ツ
ポ
」
を
語
る
と
き
―
」（『
太
宰
治
研
究
四
』

一
九
九
七
年
七
月
）
五
六
頁
。

19

川
端
康
成
「
婦
人
公
論
」
小
品
欄
選
評
（
昭
和
十
二
年
五
月
号
）。
た
だ
し
引
用
は
、

『
川
端
康
成
全
集
　
第
三
十
四
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
）
四
○
八
頁
に

よ
る
。

20

川
端
康
成
「
婦
人
公
論
」
小
品
欄
選
評
（
昭
和
十
二
年
一
月
号
）。
た
だ
し
引
用
は
、

『
川
端
康
成
全
集
　
第
三
十
四
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
）
四
○
三
頁
に

よ
る
。

21

注
20
に
同
じ
。
四
〇
三
頁
、
四
〇
四
頁
。

22

川
端
康
成
「
婦
人
公
論
」
小
品
欄
選
評
（
昭
和
十
二
年
七
月
号
）。
た
だ
し
引
用
は
、

『
川
端
康
成
全
集
　
第
三
十
四
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
）
四
一
二
頁
に

よ
る
。

23

川
端
康
成
「
婦
人
公
論
」
小
品
欄
選
評
（
昭
和
十
二
年
十
一
月
号
）。
た
だ
し
引
用

は
、『
川
端
康
成
全
集
　
第
三
十
四
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
）
四
一
九

頁
に
よ
る
。

24

注
15
に
同
じ
。
四
二
〇
頁
。

25

注
12
に
同
じ
。
六
七
〜
七
二
頁
。

26

川
端
康
成
「「
新
女
苑
」
コ
ン
ト
欄
「
選
評
」」（
昭
和
十
三
年
十
二
月
）。
た
だ
し
引

用
は
『
川
端
康
成
全
集
　
第
三
十
四
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
七
年
二
月
）
四
二
一
頁

に
よ
る
。

27

注
12
に
同
じ
。
七
二
頁
。

28

高
橋
秀
太
郎
「
太
宰
治
「
女
生
徒
」
成
立
考
―
構
想
メ
モ
と
『
有
明
淑
の
日
記
』（
上
）

―
」（「
日
本
文
芸
論
叢
」
二
〇
〇
二
年
三
月
）
六
八
頁
。

29

こ
こ
で
は
、
川
端
康
成
を
は
じ
め
と
す
る
、「
女
生
徒
イ
ー
コ
ー
ル
太
宰
治
」
と
い
う

図
式
で
解
釈
す
る
読
者
た
ち
、
ま
た
「
女
生
徒
」
の
明
る
い
印
象
に
引
き
ず
ら
れ
、「
よ
く

な
り
つ
つ
あ
る
」
太
宰
の
「
新
し
い
出
発
」
を
読
み
取
る
読
者
た
ち
を
想
定
し
て
い
る
。

30

昭
和
十
三
年
前
後
に
お
け
る
太
宰
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

「
作
家
は
、
い
よ
い
よ
窮
屈
で
あ
る
。
何
せ
、
眼
光
紙
背
に
徹
す
る
読
者
ば
か
り
を
相
手

に
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
う
つ
か
り
で
き
な
い
。
あ
ん
ま
り
緊
張
し
て
、
つ
ひ
に
は
机

の
ま
へ
に
端
座
し
た
ま
ま
、
そ
の
ま
ま
、
沈
黙
は
金
、
と
い
ふ
格
言
を
底
知
れ
ず
肯
定

し
て
ゐ
る
、
そ
ん
な
あ
は
れ
な
作
家
さ
へ
出
て
来
ぬ
と
も
か
ぎ
ら
な
い
。」
詳
し
く
は
、

太
宰
治
「
一
歩
前
進
二
歩
退
却
」（「
文
筆
」
昭
和
十
三
年
八
月
）
を
参
照
。
た
だ
し
引

用
は
、『
太
宰
治
全
集
　
第
十
巻
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
二
年
二
月
）
に
よ
る
。

31

太
宰
治
「
川
端
康
成
へ
」（「
文
芸
通
信
」
昭
和
十
年
十
月
）。
た
だ
し
引
用
は
、『
太

宰
治
全
集
　
第
十
巻
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
二
年
二
月
）
三
五
頁
に
よ
る
。
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32

こ
こ
で
い
う
「
文
壇
常
識
」
は
、
太
宰
治
「
創
作
余
談
」
に
あ
る
、「
無
理
に
も
、
さ

う
言
ふ
。
文
壇
常
識
を
破
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
頑
固
に
信
じ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。」

と
い
う
言
葉
を
そ
の
ま
ま
借
用
す
る
。
太
宰
治
「
創
作
余
談
」（「
日
本
文
芸
新
聞
」
昭

和
十
二
年
十
二
月
）
を
参
照
。
た
だ
し
引
用
は
、『
太
宰
治
全
集
　
第
十
巻
』（
筑
摩
書

房
、
昭
和
五
十
二
年
二
月
）
九
六
頁
に
よ
る
。

33

注
１
に
同
じ
。
三
五
〇
頁
。

34

太
宰
治
「
一
歩
前
進
二
歩
退
却
」（「
文
筆
」
昭
和
十
三
年
八
月
一
日
）。
た
だ
し
引
用

は
、『
太
宰
治
全
集
　
第
十
巻
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
二
年
二
月
）
一
一
七
頁
に
よ
る
。

35

川
端
康
成
「
芥
川
龍
之
介
賞
選
評
」（「
文
芸
春
秋
」
昭
和
十
年
九
月
号
）。
た
だ
し
引

用
は
、『
川
端
康
成
全
集
　
第
三
十
四
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
九
年
五
月
）
二
九
七

頁
〜
二
九
八
頁
に
よ
る
。

36

高
見
順
「
時
評
の
任
務
に
就
い
て
」（「
中
外
商
業
新
報
１
」）、
河
上
徹
太
郎
「
文
化

月
報
」（「
文
学
界
５
」）、
河
上
徹
太
郎
「
誌
界
展
望
」（「
三
田
文
学
５
」）。
た
だ
し
引

用
は
山
内
祥
史
「
編
年
史
・
太
宰
治
　
昭
和
十
二
年
」（「
国
文
学
」
昭
和
四
十
五
年
一

月
）
一
〇
二
頁
〜
一
〇
三
頁
に
よ
る
。

37

昭
和
十
二
年
四
月
か
ら
昭
和
十
三
年
九
月
と
い
う
期
間
は
、
果
た
し
て
太
宰
の
沈
黙

期
に
あ
た
る
か
ど
う
か
は
、
い
ま
だ
に
定
か
で
は
な
い
。
議
論
の
争
点
は
、
こ
の
間
に

は
九
本
の
随
筆
が
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
創
作
上
の
沈
黙
期
と
し
て
位
置
づ
け
る
の

は
無
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
小
説
の
創
作
に
お
い
て
は
「
燈
籠
」（「
若
草
」
昭

和
十
二
年
十
月
）
の
一
作
し
か
な
い
こ
と
も
否
め
な
い
事
実
で
あ
る
。

38

注
36
に
同
じ
。
一
〇
三
頁
。

39

注
１
に
同
じ
。
三
四
八
頁
、
三
五
一
頁
。

―
か
・
し
ぎ
、
広
島
大
学
大
学
院
総
合
科
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学
―
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