
広
　
　
津
　
　
和
　
　
郎
　
　
論

-
　
　
「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
　
を
中
心
に

平
野
謙
は
「
点
を
辛
-
し
て
い
え
ば
、
広
津
和
郎
の
作
品
で
後
世
に
の
こ
る

に
た
る
も
の
は
や
は
り
r
作
者
の
感
想
』
　
1
巻
と
F
や
も
り
」
　
1
作
だ
け
'
と

い
っ
て
も
そ
ん
な
に
誇
張
で
は
な
い
」
(
「
群
像
」
昭
&
・
-
)
と
言
っ
て
い
る
。

r
作
者
の
感
想
』
に
は
雑
誌
「
-
ル
ス
ト
イ
研
究
」
に
分
滅
さ
れ
た
評
論
「
怒

れ
る
ト
ル
ス
-
イ
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
は
大
正

六
年
二
月
'
三
月
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
'
そ
の
執
筆
動
機
は
広
津
和
郎
の
小

説
「
波
の
上
」
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
.
「
故
の
上
」

の
中
で
主
人
公
「
供
」
は
「
君
」
か
ら
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
を
借
り

て
読
み
、
そ
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
。

「
君
が
是
非
読
め
と
云
っ
て
'
供
に
勧
め
た
の
だ
っ
た
3
封
は
供
の
生
活
を

知
っ
て
ゐ
て
、
あ
の
恐
ろ
し
い
作
物
を
僕
に
読
ま
せ
よ
う
と
し
た
の
で
な
い
事

は
'
供
に
も
よ
-
解
っ
て
ゐ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
崇
拝
者
で
あ
る
別
は
、
あ
の

作
の
価
値
と
云
ふ
点
か
ら
'
〓
舶
す
る
事
を
供
に
勧
め
た
の
だ
と
云
ふ
郭
が
よ

く
解
っ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
結
果
か
ら
云
へ
ば
'
尖
際
僕
に
は
堪
ら
な

か
っ
た
。
恐
ら
く
吃
度
へ
供
ぐ
ら
ゐ
あ
の
作
に
よ
っ
て
'
恐
ろ
し
い
打
撃
を

受
け
た
人
間
は
そ
ん
な
に
沢
山
は
ゐ
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
」

こ
の
切
合
「
君
」
と
い
う
の
は
小
説
上
の
設
定
で
あ
っ
て
特
定
の
人
物
を
モ

デ
ル
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
「
-
ル
ス
ト
イ
の
川
が
打
者
」
と
規
定

さ
れ
て
い
る
の
は
大
正
時
代
、
-
ル
ス
ト
イ
の
人
道
主
義
が
日
本
の
思
想
昇
を

坂
　
　
根
　
　
俊
　
　
英

風
脈
し
、
多
-
の
ト
ル
ス
ト
イ
ア
ン
を
生
み
出
し
た
と
い
う
脱
獄
を
門
山
と
し

て
い
る
。
こ
こ
で
「
供
」
の
受
け
た
「
恐
ろ
し
い
打
撃
」
の
門
後
に
「
供
の
生

活
」
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
僕
の
生
活
」
の
悩
み
を
語
る
こ
と
こ

そ
「
波
の
上
」
の
テ
ー
マ
な
の
だ
が
'
そ
の
「
生
活
」
と
は
冊
肘
に
言
え
ば
「
又
、

愛
し
も
し
な
い
火
と
の
間
に
'
子
供
が
ひ
と
り
此
班
に
生
れ
出
る
」
と
い
っ
た

不
幸
な
結
婚
生
活
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
当
時
の
広
津
和
郎
自
身
の
実
生

活
に
そ
の
ま
ま
杭
た
わ
っ
て
い
た
苦
悩
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
や

も
り
」
「
肺
的
行
」
「
静
か
な
春
」
「
水
の
上
」
等
の
私
小
説
に
-
り
返
し
描
か

れ
る
苦
悩
で
あ
る
。

年
譜
を
見
る
と
こ
れ
ら
の
小
説
の
群
山
山
を
な
す
「
小
作
」
は
大
正
川
年
に
始

ま
っ
て
い
る
。

「
こ
の
年
の
初
め
か
ら
下
宿
の
娘
で
あ
る
二
つ
咋
上
の
女
性
と
の
関
係
が
始

ま
る
。
十
二
月
、
山
=
1
兜
樹
が
生
ま
れ
た
。
大
正
七
年
五
月
未
へ
鎌
倉
山
の
内

に
移
転
'
家
庭
生
活
の
再
建
を
試
み
た
が
失
敗
。
こ
の
年
三
月
、
長
女
桃
子
が

生
ま
れ
た
3
人
止
八
印
の
郭
、
放
年
間
悩
ん
だ
結
嫡
生
活
を
破
壊
し
た
。
」

こ
の
経
験
が
広
津
和
郎
に
と
っ
て
い
か
に
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
へ
　
こ

の
経
験
を
素
材
と
し
て
-
り
返
し
私
小
説
を
書
き
な
が
ら
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も

後
の
小
説
よ
り
す
ぐ
れ
た
小
説
的
-
ア
-
テ
ィ
を
牲
付
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
も
わ
か
る
3
そ
の
経
験
が
い
か
に
広
枠
和
郎
の
魂
に
深
い
刻
印
を
残
し
た
も
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の
で
あ
っ
た
か
は
単
に
そ
の
経
験
が
私
小
説
に
反
映
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ

の
経
験
を
悩
み
抜
-
こ
と
に
よ
っ
て
広
津
和
郎
の
も
の
の
考
え
方
へ
思
想
が
鍛

え
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。
広
津
和
郎
は
「
愛

し
て
も
い
な
い
」
娘
と
過
失
を
お
か
し
て
し
ま
っ
た
自
分
が
と
る
べ
き
道
を
あ

れ
こ
れ
と
模
黙
し
'
そ
の
間
越
を
真
面
目
に
悩
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
あ
っ
さ
り

と
ふ
り
捨
て
る
こ
と
は
彼
の
「
責
任
」
が
許
さ
な
か
っ
た
。
さ
り
と
て
全
面
的

に
ひ
き
う
け
て
「
結
脈
」
す
る
こ
と
は
自
己
の
破
滅
に
結
び
つ
-
こ
と
で
あ
っ

た
3
ず
る
ず
る
と
つ
い
解
決
を
の
ば
す
う
ち
'
子
供
が
生
ま
れ
'
つ
い
に
「
愛

そ
う
」
と
意
志
的
に
努
め
る
よ
う
な
無
理
な
結
婚
生
活
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で

あ
っ
た
3
こ
の
経
験
か
ら
考
え
山
さ
れ
た
問
題
は
1
つ
に
は
自
己
と
他
者
の
間

道
で
あ
っ
た
と
思
う
。
自
己
を
生
か
す
こ
と
が
他
者
を
鰯
つ
け
る
形
で
は
や
り

た
く
な
い
'
さ
り
と
て
他
者
の
た
め
に
自
己
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
な
お
さ
ら
ご
め

ん
だ
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
へ
　
こ
の
日
相
沢
に
も
共
通
す
る
二
榊
背
反
が
広
津
和
郎

の
初
期
作
品
に
は
し
ば
し
ば
出
て
-
る
。
よ
-
広
津
和
郎
の
「
ね
は
り
強
さ
」

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
3
そ
れ
は
特
に
後
坤
に
な
っ
て
光
押
さ
れ
る
資
質
で

あ
る
が
'
こ
の
初
期
の
経
験
に
対
す
る
対
処
の
仕
方
に
も
そ
の
独
特
な
「
ね
ぼ

り
」
は
や
は
り
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
問
題
に
対
し
て
や
は

り
「
み
だ
り
に
悲
観
も
せ
ず
発
観
も
せ
ず
」
ど
こ
か
解
決
点
は
な
い
か
と
平
川

強
く
た
ち
む
か
っ
て
ゆ
-
態
度
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
と
も
か
-
、
「
怒
れ
る
-
ル
ス
-
イ
」
の
相
投
に
広
津
和
郎
自
身
の

不
幸
な
結
姉
生
活
が
あ
っ
た
と
い
う
即
実
は
な
に
も
評
論
を
実
生
活
の
次
元
に

ひ
き
お
ろ
し
て
楽
屋
裏
を
の
ぞ
こ
う
が
た
め
に
指
摘
す
る
の
で
は
な
い
.
逆
に
'

そ
の
実
生
活
か
ら
広
津
和
郎
が
い
か
に
普
遍
的
に
-
み
と
る
べ
き
も
の
を
評
論

の
形
に
く
み
あ
げ
て
い
っ
た
か
を
み
る
た
め
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
広
津
和
郎
に

は
具
体
的
経
験
か
ら
出
光
し
な
か
ら
、
そ
の
具
体
的
価
伯
を
少
し
も
拭
ず
る
こ

と
な
-
曽
退
化
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
よ
う
な
普
通
化
志
向
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
し
か
し
抽
象
的
論
議
を
好
む
と
い
う
の
と
は
ま
っ
た
-

一
'
・
-
・
'
*
,
*
!
"
-
.
・
・
i
'
;
-
・
'
‥
H
I
'
.
'

-
'
-
f
i
-
'
.
.
'
‥
㌧
「
.
‥

で
あ
っ
て
'
普
退
化
し
た
ま
ま
満
足
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
此
目
迎
化
し
て

考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
問
題
に
対
す
る
解
決
の
糸
口
を
さ
が
そ
う
と
す

る
態
度
で
あ
る
3
^
,
蝣
J
J
て
'
「
波
の
上
」
に
か
え
っ
て
も
う
少
し
引
用
を
続
け
よ

r
a
s

「
供
は
あ
の
作
(
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
)
に
厚
意
が
少
し
も
持
て
な
か

っ
た
。
非
常
な
反
抗
心
が
、
む
ら
む
ら
と
起
っ
て
来
た
3
あ
ん
な
解
釈
の
仕
方

は
な
い
と
思
っ
た
3
-
あ
あ
云
ふ
渦
巻
の
中
に
陥
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
者
に

対
し
て
は
'
ト
ル
ス
-
イ
の
あ
の
作
は
何
の
解
決
の
光
も
与
へ
な
い
.
-
脈

脇
に
塩
だ
。
メ
レ
ジ
コ
ウ
ス
キ
イ
の
云
っ
た
や
う
に
'
傷
に
比
だ
。
I
痛
む

ヽ
ヽ
ヽ

ば
か
り
だ
。
し
み
る
ば
か
り
だ
。
そ
し
て
そ
れ
っ
き
り
だ
。
」

こ
こ
で
「
供
」
の
も
の
の
考
え
方
を
点
検
し
て
お
き
た
い
。
「
供
」
に
は
ト

ル
ス
-
イ
の
作
品
が
「
傷
に
塩
だ
」
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
そ

れ
に
よ
っ
て
「
恐
ろ
し
い
打
撃
」
を
感
じ
な
が
ら
'
う
ち
の
め
さ
れ
て
ば
か
り

は
い
な
い
.
「
供
」
の
求
め
る
も
の
は
あ
-
ま
で
も
「
解
決
の
光
」
で
あ
り
、

「
解
決
の
光
」
を
与
え
て
-
れ
な
い
ト
ル
ス
-
イ
に
対
し
て
は
「
非
常
な
反
抗

心
が
'
む
ら
む
ら
と
起
」
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
「
供
」
の
「
反
抗
心
」
こ

そ
「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
を
吉
か
し
め
た
広
枠
和
郎
の
エ
ネ
ル
ギ
I
源
に
は

か
な
ら
な
い
。
「
傷
に
塩
」
と
い
う
「
打
撃
」
を
う
け
な
か
ら
「
反
抗
心
」
に

か
ら
れ
て
評
論
を
湘
=
-
広
津
和
郎
は
'
し
か
し
即
に
批
判
の
た
め
の
批
判
を
し

た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
3
そ
こ
に
は
今
、
「
渦
巻
の
中
に
m
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
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る
」
自
分
を
救
い
出
し
て
-
れ
る
「
解
決
の
光
」
は
丸
山
さ
れ
な
い
も
の
か
と
へ

そ
の
せ
め
て
も
の
よ
す
が
、
糸
口
を
見
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
も
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。す

な
わ
ち
ト
ル
ス
-
イ
式
に
間
超
を
内
所
か
ら
技
酷
に
荷
出
し
去
る
舵
心
蛇
で

は
な
-
'
問
題
の
近
-
に
降
り
た
っ
て
「
洞
巻
」
の
中
か
ら
い
か
に
生
-
べ
き

か
を
根
来
す
る
態
度
を
挺
示
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
-
続
い
て
「
波

の
上
」
の
「
供
」
は
言
う
。
「
そ
っ
ち
に
行
-
と
'
油
に
落
ち
る
ぞ
、
か
う
云

っ
て
'
此
人
生
の
危
険
性
域
の
入
口
に
立
札
を
し
て
ゐ
る
の
だ
と
云
ふ
事
だ
け

は
よ
-
解
る
。
併
し
危
険
区
城
に
陥
っ
て
ゐ
る
者
に
対
し
て
は
'
救
ひ
に
も
何

に
も
な
ら
な
い
。
」

広
津
和
郎
は
何
を
求
め
た
か
と
い
う
と
「
危
険
区
域
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ

た
も
の
に
対
し
て
'
ど
う
云
ふ
処
m
J
を
取
り
、
と
う
云
ふ
同
情
を
表
し
'
ど
う

云
ふ
変
を
示
さ
う
と
云
ふ
や
う
な
考
」
で
あ
っ
た
。

こ
の
意
味
で
彼
に
と
っ
て
は
ト
ル
ス
ト
イ
よ
り
も
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
方
が
ず
っ

と
暖
か
み
の
あ
る
作
家
に
思
え
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
生
活
上
の
「
危
険
区
域
」

に
陥
っ
て
い
た
広
津
和
郎
に
と
っ
て
-
ル
ス
ト
イ
が
「
恐
ろ
し
く
冷
淡
に
見
え

た
」
の
は
当
然
で
あ
る
。

「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
に
お
い
て
「
波
の
上
」
の
引
用
部
分
と
照
応
す
る

と
こ
ろ
は
や
は
り
「
ク
ロ
イ
ツ
エ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
に
つ
い
て
触
れ
た
部
分
で
あ

る
。
そ
の
作
品
に
つ
い
て
広
津
は
「
み
づ
か
ら
の
5
.
晩
を
支
配
す
る
串
が
出
来

ず
に
悩
ん
で
'
バ
ラ
パ
ラ
に
な
っ
た
統
1
の
つ
か
な
い
良
心
を
畠
歯
の
神
経
の

や
う
に
斑
出
し
て
ゐ
る
人
間
に
は
'
そ
れ
は
鍛
痛
剤
に
あ
ら
ず
し
て
胡
椴
の
や

う
な
刺
放
物
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
バ
ラ
　
-
　
に
な
っ
た
統

1
の
つ
か
な
い
良
心
を
船
脚
の
神
経
の
や
う
に
鍔
出
し
て
ゐ
る
人
間
」
と
は
あ

の
「
危
険
区
域
」
に
入
り
込
ん
で
い
る
筆
者
白
身
を
指
す
と
と
も
に
ま
た
「
性

格
破
疏
者
」
と
い
う
1
.
[
目
薬
を
も
思
い
出
さ
せ
る
。
「
性
格
破
兆
者
」
の
タ
イ
プ

は
「
神
経
病
時
代
」
に
み
ら
れ
る
が
'
「
神
経
病
時
代
」
の
主
人
公
は
半
ば
作

者
白
身
を
反
映
し
、
半
ば
作
者
に
よ
っ
て
批
判
的
に
出
現
さ
れ
カ
リ
カ
チ
ュ
ア

ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
「
性
格
破
　
者
」
は
同
時
代
の
知
識
人
7
舷
の

普
遍
的
性
格
で
あ
る
と
同
時
に
へ
広
津
和
郎
白
身
の
内
部
に
も
規
準
っ
性
格
で

も
あ
っ
た
の
だ
3
　
「
性
格
破
綻
者
」
を
扱
っ
た
も
う
T
つ
の
小
説
「
二
人
の
不

幸
者
」
の
序
文
は
・
比
津
特
有
の
普
遍
化
志
向
を
示
す
も
の
だ
が
'
そ
も
そ
も

「
性
格
破
瓜
者
」
と
い
う
規
定
の
仕
方
そ
の
も
の
が
'
ま
っ
た
-
自
己
を
離
れ

た
発
想
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

さ
て
'
そ
ろ
そ
ろ
「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
の
内
部
に
入
っ
て
み
た
い
。
「
怒

る
勿
れ
」
の
群
で
は
「
わ
が
宗
教
」
を
と
り
あ
げ
て
'
「
『
わ
が
宗
教
」
に
は
、

ト
ル
ス
ト
イ
の
宗
教
に
入
っ
た
自
覚
の
第
1
歩
が
よ
-
語
ら
れ
て
ゐ
る
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
兆
督
の
五
誠
の
う
ち
ト
ル
ス
ト
イ
は
「
悪
に
依
っ
て
窓
に

抗
す
る
勿
れ
」
を
1
茄
式
大
な
も
の
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
最
も
前
人
脱
す

る
べ
き
は
「
怒
る
勿
れ
」
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
窓
に
依
っ
て
悪
に
抗

す
る
勿
れ
」
と
は
窓
に
対
す
る
鰯
抵
抗
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
と
に
「
怒
る

勿
れ
」
を
解
釈
す
れ
ば
'
や
は
り
「
総
て
の
人
と
平
和
を
保
つ
べ
し
」
と
い
う

平
和
主
義
と
な
る
'
し
か
し
'
広
津
は
「
怒
る
勿
れ
」
と
は
個
人
と
E
<
と
の

問
'
人
菊
間
の
平
和
を
保
つ
べ
き
誠
で
あ
る
と
同
時
に
'
「
個
人
と
F
神
E
 
J
J

の
間
の
関
係
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
る
。
「
何
故
な
ら
へ
　
F
怒
る
L

と
云
ふ
叫
ほ
ど
我
々
の
詔
魂
の
成
長
力
を
害
す
る
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

と
述
べ
て
い
る
3
こ
こ
で
広
津
は
「
神
が
個
人
に
与
へ
た
姓
命
の
力
」
と
も
い

っ
て
い
る
。
宗
教
的
自
覚
に
入
っ
た
ト
ル
ス
-
イ
の
方
が
む
し
ろ
人
間
間
の
怒
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り
を
問
題
に
L
t
広
津
の
方
が
神
と
個
人
内
部
の
問
題
に
日
を
向
け
て
い
る
と

い
う
の
は
興
味
深
い
。

「
怒
る
」
と
は
広
津
の
似
合
'
何
よ
り
そ
の
結
果
「
怒
り
」
を
発
し
た
自
己

自
身
に
は
ね
返
っ
て
-
る
抗
矢
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
だ
。
そ
れ
は
や
は
り
た
え

ま
な
く
日
常
生
活
に
お
い
て
「
怒
り
」
を
経
験
し
、
そ
の
結
果
'
自
己
の
精
神

的
成
長
力
を
択
ね
ら
れ
て
き
た
経
験
か
ら
-
る
孝
t
e
に
違
い
な
い
。
「
神
経
捕

時
代
」
に
は
「
妻
の
よ
し
子
」
を
撲
る
場
面
が
で
て
-
る
。
そ
の
直
前
'
主
人
公

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

の
「
彼
の
頭
の
中
に
は
憤
り
と
憎
悪
と
浅
猿
し
さ
と
自
己
衰
隣
と
が
ご
っ
ち
ゃ

に
な
っ
て
出
来
上
っ
た
正
苦
し
い
瓦
斯
の
や
う
な
も
の
が
'
ふ
-
ふ
-
と
.
F
.
止

っ
て
ゐ
た
。
」
と
あ
る
。
そ
し
て
「
妻
を
撲
る
」
と
い
う
形
で
怒
り
を
魅
発
さ
せ

て
し
ま
っ
た
原
因
を
分
析
し
て
'
「
神
経
に
与
へ
ら
れ
た
波
動
」
を
あ
げ
'
そ

澗
S
I
X

れ
が
「
更
に
鋭
く
更
に
感
じ
易
-
、
ま
る
で
拓
出
し
た
航
歯
の
神
経
の
や
う

に
敏
感
に
な
っ
て
ゐ
た
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
怒
り
を
煤

発
さ
せ
た
後
、
主
人
公
は
「
何
と
も
云
は
れ
な
い
淋
し
い
頼
り
な
さ
」
を
覚
え

る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
作
者
は
「
怒
り
」
そ
の
も
の
を
人
間
の
理
性
を
準
え
た

不
合
出
な
感
情
と
し
て
と
ら
え
'
そ
の
よ
う
な
不
合
望
め
る
い
は
不
条
理
に
支

配
さ
れ
る
人
間
を
不
幸
で
み
じ
め
な
も
の
と
し
て
眺
め
て
い
る
。
主
人
公
は
自

己
の
行
為
を
反
省
し
'
「
何
の
た
め
に
あ
～
云
ふ
事
を
し
た
の
だ
ら
う
?
」
と

か
「
馬
庫
な
事
」
と
か
述
べ
て
い
る
が
、
作
者
は
そ
う
い
う
主
人
公
を
通
じ
て

「
怒
り
」
を
克
服
L
t
調
和
に
到
る
道
は
な
い
か
と
断
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
。
つ
い
で
に
こ
こ
で
広
津
和
郎
の
「
志
賀
両
哉
論
」
を
思
い
出
し

て
お
-
。
「
r
感
情
に
は
予
・
:
j
が
つ
け
ら
れ
な
い
』
と
r
和
解
し
の
中
で
氏
一
志

負
)
は
云
っ
て
ゐ
る
。
此
事
は
氏
が
此
爆
発
性
を
み
づ
か
ら
意
識
し
て
'
そ
れ

に
対
し
て
如
何
に
用
意
周
到
の
帯
域
を
し
て
ゐ
る
か
を
一
ボ
し
て
ゐ
る
。
若
し
此

班
の
醜
輿
凡
紺
と
妥
陥
す
ま
い
と
す
る
氏
の
節
減
性
を
'
第
1
段
の
節
減
性

と
名
づ
け
る
な
ら
ば
'
こ
の
日
己
の
怯
允
性
に
対
す
る
氏
の
節
減
性
は
'
そ
れ

よ
り
も
も
っ
と
神
雛
な
'
節
二
段
の
警
戒
性
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
」

爆
発
性
は
な
ぜ
苦
誠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
そ
れ
は
サ
ー
蝣
蝣
^
が
つ
け
ら
れ

な
い
'
す
な
わ
ち
意
思
の
力
を
租
え
て
日
動
運
動
を
起
す
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
を
広
搾
和
郎
は
志
賀
直
哉
以
上
に
知
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
広

津
は
自
己
の
中
に
こ
の
「
警
戒
性
」
が
少
な
-
'
し
ば
し
ば
「
爆
発
性
」
に
身

を
任
せ
る
こ
と
が
多
い
の
を
身
に
し
み
て
感
じ
て
い
た
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
は
津
は
志
出
の
「
撃
滅
性
」
に
あ
る
談
男
を
感
じ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
し
か
し
'
「
志
賀
直
哉
論
」
を
広
津
は
最
後
に
批
ぶ
に
あ
た
っ
て
「
調

和
の
快
界
」
に
自
足
し
て
ゆ
き
そ
う
な
志
賀
文
学
に
「
再
び
外
に
向
っ
て
そ
の

眼
を
見
閑
-
」
よ
う
に
要
論
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
「
調
和
」
の
方
向
は
「
警

成
性
の
は
り
つ
め
ら
れ
て
ゐ
る
結
果
」
か
ら
-
る
「
引
込
み
思
案
」
が
も
た
ら

し
た
も
の
で
あ
る
と
指
摘
し
'
「
用
意
周
到
の
警
戒
性
」
は
「
の
び
の
び
と
し

た
感
情
の
成
長
を
、
多
少
阻
害
す
る
う
ら
み
が
な
い
で
も
な
い
」
と
述
べ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
前
の
「
怒
り
」
が
「
我
々
の
霊
魂
の
成
長
力
を
讃
す
る
」
と

い
う
こ
と
と
矛
節
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
「
成
止
」
と
い
う
こ
と
の

真
の
意
味
を
孝
h
J
る
な
ら
'
無
用
な
感
情
の
爆
発
が
そ
れ
を
推
ー
な
う
こ
と
も
当

然
な
ら
'
ま
っ
た
-
の
「
調
和
」
が
「
成
長
」
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
も
当
然

だ
ろ
う
。
広
津
と
し
て
は
志
田
の
よ
う
に
「
調
和
」
も
せ
ず
'
-
i
'
j
り
と
て
「
怒

り
」
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
日
常
生
活
の
愚
劣
に
足
を
と
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
「
成

長
」
こ
そ
願
わ
し
い
迫
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
「
怒
り
」
が
し
ば
し
ば
「
神

経
病
時
代
」
そ
の
他
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
妻
に
対
す
る
触
允
の
形
を
と
っ
た
と

す
れ
ば
'
そ
れ
は
今
、
「
危
険
.
区
域
」
に
お
ち
こ
ん
で
い
る
生
活
全
休
を
立
て
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な
お
さ
な
け
れ
ば
と
う
て
い
解
決
で
き
な
い
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
.

広
排
は
言
う
。
「
怒
る
と
云
ふ
部
は
'
自
分
の
生
活
力
を
消
耗
さ
せ
る
ば
か

り
で
は
な
く
'
崩
』
に
対
す
る
t
 
F
無
限
』
に
対
す
る
日
柄
な
の
で
あ
る
o
」

広
津
に
神
に
対
す
る
信
仰
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
。
し
か
し
'
少
な

く
と
も
「
無
限
」
と
い
う
こ
と
'
個
人
が
鰯
附
に
達
し
て
行
-
と
こ
ろ
の
素
質

に
対
す
る
信
仰
は
、
自
己
を
生
か
し
た
い
と
い
う
願
望
と
な
っ
て
彼
に
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
ト
ル
ス
ト
イ
を
批
判
す
る
広
津
も
大
j
 
E
期
の
白

樺
派
的
自
我
信
仰
と
無
線
で
は
な
い
。

「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
の
第
二
章
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
と
ク
ツ
ウ
ゾ
フ
」
で
は

ま
ず
、
ゾ
ラ
及
び
ヂ
ユ
ウ
マ
に
対
す
る
ト
ル
ス
ト
イ
の
批
評
を
紹
介
し
て
い
る
。

ゾ
ラ
が
科
学
に
対
す
る
信
朗
に
立
っ
て
宗
教
を
石
-
"
W
L
'
「
全
力
を
尽
し
て

働
く
」
こ
と
を
担
唱
し
た
の
に
対
し
、
-
ル
ス
ト
イ
は
働
-
部
は
現
代
の
よ
う

に
す
べ
て
の
制
度
が
間
違
っ
て
い
る
場
合
に
は
「
悪
の
助
勢
」
に
な
る
の
だ
と

い
っ
て
「
鰯
為
」
を
主
脱
す
る
。
1
方
ヂ
ユ
ウ
マ
が
「
い
つ
か
は
同
胞
的
変
の

国
が
此
地
上
に
実
現
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
望
・
じ
た
点
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
共
感

を
柑
た
が
'
ヂ
ユ
ウ
マ
が
「
決
し
て
或
改
革
を
強
ひ
て
は
い
け
な
い
」
と
言
っ

た
の
を
-
ル
ス
ト
イ
は
見
落
し
て
「
無
為
」
を
選
ぶ
こ
と
を
強
制
し
て
い
る
と

広
津
は
批
判
し
て
い
る
。

こ
の
点
を
論
州
的
に
考
h
j
る
と
ど
う
も
広
津
は
あ
げ
妃
と
り
に
類
す
る
こ
と

を
や
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
な
ぜ
な
ら
'
ヂ
ユ
ウ
マ
は
「
改
革
」
の
強
制

巷
間
越
に
し
て
い
る
の
に
対
し
'
広
津
は
「
無
為
」
の
強
制
に
問
題
を
転
化
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
言
説
主
張
を
「
強
制
」
と
と
る
な
ら
'

あ
ら
ゆ
る
思
想
言
説
を
「
強
制
」
と
と
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
広
津
は

「
叫
喚
」
の
代
わ
り
に
「
沈
黙
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
が
'
「
沈
黙
」
す
れ

ば
「
思
想
」
の
意
味
は
な
い
.
し
か
し
'
こ
こ
で
私
は
広
津
の
あ
げ
足
と
り
を

す
る
つ
も
り
は
な
い
。
要
す
る
に
広
津
に
と
っ
て
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
主
張
が

「
命
令
に
近
い
強
制
」
に
聞
え
'
そ
の
「
叫
び
」
に
は
「
彼
の
性
急
が
、
現
代

文
明
の
恐
ろ
し
い
呪
叫
か
ら
来
る
性
急
が
拠
っ
て
ゐ
る
」
と
思
わ
れ
た
と
い
う

方
が
重
要
で
あ
ろ
う
.
と
に
か
-
広
津
の
よ
う
な
現
実
主
義
者
に
と
っ
て
「
無

為
」
と
い
う
よ
う
な
梅
端
な
方
法
は
決
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
主

張
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
と
同
じ
よ
う
に
現
代
社
会
の
「
悪
し
き
制

度
」
に
対
す
る
批
判
の
目
は
広
津
も
十
分
持
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
や
は
り

「
神
経
病
時
代
」
に
お
け
る
新
聞
社
の
窓
を
政
治
悪
へ
社
会
悪
に
つ
な
が
る
も

の
と
し
て
'
鋭
-
別
放
し
ょ
う
と
す
る
姿
勢
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
二
人
の
不
幸
者
」
の
主
人
公
に
し
て
も
そ
う
だ
が
、
彼
ら
は
社
内
の
不
l
<
に

憂
離
な
侮
日
を
送
り
な
が
ら
も
'
「
仙
一
l
l
、
為
」
を
よ
し
と
し
て
辞
め
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
恵
が
な
-
な
る
わ
け
で
も
な
い
し
'
何

よ
り
轡
b
臼
身
が
食
べ
る
こ
と
生
活
す
る
こ
と
が
出
来
な
-
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
新
聞
社
の
出
来
事
は
広
津
の
勤
め
た
毎
夕
新
聞
社
時
代
の
体
験
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
、
「
-
ル
ス
ト
イ
の
情
は
非
常

な
同
感
を
以
て
我
等
の
心
に
響
く
。
」
と
い
う
言
葉
は
社
会
悪
に
関
す
る
限
り
'

実
感
的
に
そ
の
と
お
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
O

し
か
し
,
広
津
は
「
1
寸
の
間
で
も
仕
叫
の
手
を
休
め
た
な
ら
ば
、
此
恐
る

べ
き
時
代
は
,
多
く
の
個
人
を
瞬
-
間
に
餓
死
せ
し
め
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
」

と
い
う
現
尖
的
具
体
的
不
安
か
ら
、
と
う
て
い
「
無
為
」
に
賛
成
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
.
さ
り
と
て
当
時
の
広
津
が
社
会
改
革
を
念
武
に
お

い
て
い
た
と
も
思
え
な
い
。
た
だ
「
憐
偶
」
と
か
「
忍
耐
」
と
い
う
言
葉
が
あ

る
だ
け
で
あ
る
。
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・
第
三
草
「
生
は
苑
の
準
積
か
」
に
お
い
て
は
ト
ル
ス
ト
イ
が
「
死
」
を
「
救

ひ
」
と
み
る
の
に
対
し
'
広
津
は
「
死
人
に
口
な
し
」
と
い
う
現
実
的
発
想
法

で
死
後
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
'
「
生
」
の
川
か
ら
「
死
」
を
み
よ

う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
ト
ル
ス
ト
イ
は
此
貴
公
な
生
を
'
此
山
山
爪
な
生
の
全
部
を
『
死
の
準
備
』

た
ら
し
め
ん
と
す
る
。
私
は
F
死
』
は
見
た
-
な
い
。
見
る
を
欲
し
な
い
。
排

し
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
実
で
は
あ
る
。
だ
が
'
此
事
実
を
泰
然
と
し
て
認
識

し
得
る
強
い
精
神
力
を
持
ち
た
い
。
そ
の
精
神
力
は
死
の
準
僻
を
す
る
事
に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
生
き
る
事
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
に
両
者
の
差
は
明
瞭
で
あ
る
.
し
か
し
'
ト
ル
ス
-
イ
の
悲
劇
は
「
死
」

を
「
赦
ひ
」
と
み
る
よ
う
な
消
極
的
思
想
が
現
代
文
別
に
対
す
る
汲
し
い
呪
岨

に
み
ら
れ
る
意
志
の
力
と
生
活
力
と
何
時
に
混
在
し
て
い
た
と
い
う
矛
盾
で
あ

る
。
広
津
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
最
後
の
言
葉
「
石
'
も
う
終
り
だ
」
を
と
り
あ
げ

て
'
ト
ル
ス
ト
イ
の
生
に
対
す
る
執
希
を
み
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
肉
体

が
観
念
を
表
切
っ
た
と
み
る
の
で
あ
る
。

ま
た
広
津
は
肉
体
を
離
れ
た
謂
魂
の
存
在
を
信
じ
な
い
。
そ
れ
は
「
死
ん
で

-
J
^
S
*
-
J
 
I
は
;
=
ら
な
い
」
・
T
:
'
ヱ
^
蝣
I
V
C
-
一
I
'
-
d
は
3
'
1
間
-
I
-
:
 
'
ハ
申
[
ト
恵
に
対
丁

る
柚
め
て
素
朴
な
現
実
的
発
想
の
対
a
で
あ
る
。

広
津
和
郎
の
思
考
方
法
は
現
実
の
柵
か
ら
観
念
の
欺
鵬
を
思
射
し
裁
き
出
す

の
だ
が
'
そ
の
際
'
現
実
の
地
平
に
の
み
留
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
必
ず
も
う
7
つ
の
観
念
志
向
へ
此
=
退
化
の
情
熱
に
茸
与
り
れ
て
い
る
の
だ
。

第
四
草
の
「
自
己
完
成
と
d
i
s
c
o
r
d
」
に
つ
い
て
も
そ
れ
は
い
え
る
。
こ
こ
で

「
d
i
s
c
o
r
d
」
は
ち
ょ
う
ど
「
怒
り
」
に
対
す
る
批
判
と
同
じ
意
味
で
批
判
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
ロ
マ
ン
・
ロ
オ
ラ
ン
の
言
う
ご
と
く
「
自
己
満
足

し
る
し

に
測
れ
て
ゐ
な
い
ト
ル
ス
ト
イ
の
　
『
完
成
に
ま
で
の
道
に
在
る
動
き
の
梓
』
」

で
あ
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
広
津
は
そ
れ
を
「
寧
ろ
そ
の
進
み
行
-
運
動
が
隅
田

に
ぶ
つ
か
っ
て
ゐ
る
排
」
と
み
る
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
と
し
て
広
津
は
_
「
法

悦
の
欠
如
」
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
再
び
広
津
が
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
d
i
s
c
o
r
d
」

に
注
目
し
、
「
法
悦
の
欠
如
」
を
あ
げ
た
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
す

な
わ
ち
「
怒
れ
る
ト
イ
ス
ト
イ
」
を
書
い
た
広
津
自
身
「
自
己
完
成
」
を
と
も

な
わ
な
い
「
d
i
s
c
o
r
d
」
　
に
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て

自
己
の
「
苦
痛
に
は
'
法
悦
が
な
い
」
こ
と
を
身
に
し
み
て
感
じ
て
い
た
か
ら

こ
そ
'
ト
ル
ス
ト
イ
の
　
「
d
i
s
c
o
r
d
」
　
の
実
体
を
正
し
く
見
抜
-
こ
と
が
で
き

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
高
見
朋
と
の
対
談
に
よ
れ
ば
広
津
自
身
執
筆
動
機
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

「
あ
の
d
i
s
c
〇
r
d
と
い
う
の
は
-
0

広
H
r
ま
あ
'
不
調
和
と
か
不
協
和
で
す
ね
。
7
つ
は
そ
の
頃
の
ば
-
の
苦
し

ん
で
い
た
こ
と
と
関
係
が
あ
っ
た
か
ら
。
」
(
「
対
談
現
代
文
壇
史
」
)

こ
の
「
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
」
が
広
津
の
1
通
の
私
小
説
で
扱
わ
れ
る
女
性

間
脳
を
指
す
こ
と
ほ
ほ
ほ
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
そ
れ
が
ま
っ
た
く
の

「
泥
沼
」
で
あ
り
「
法
悦
な
き
苦
痛
」
で
あ
っ
た
こ
と
も
首
肯
さ
れ
る
o
「
d
i
s
c
o
r
d
」

と
は
橋
本
池
夫
に
よ
れ
ば
「
晩
咋
の
『
転
機
』
以
後
の
ト
ル
ス
-
イ
が
刑
想
の

追
求
に
急
な
あ
ま
り
蛇
規
に
か
ら
れ
'
心
の
調
和
を
失
っ
て
い
た
と
見
る
立
場

か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
ば
。
」
　
(
「
日
本
近
代
文
学
大
系
4
0
」
一
と
い
う
こ
と
だ
が
'

広
津
和
郎
の
初
期
の
人
生
態
度
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
基
調
と
し
な
が
ら
そ
こ
か
ら

の
脱
出
を
根
来
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
や
は
り
一
種
の
理
想
主
義
者
で
あ

っ
た
と
い
い
得
る
。
し
か
し
t
 
m
想
主
義
者
の
面
は
ま
だ
色
堆
く
は
作
品
そ
の

も
の
に
反
映
せ
ず
、
む
し
ろ
暗
い
「
憂
馨
」
に
ぬ
り
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
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家
で
あ
っ
た
が
自
然
主
義
が
文
増
を
支
配
し
て
以
後
は
ほ
と
ん
ど
沈
黙
を
余
燐

な
く
さ
れ
'
大
童
二
年
病
気
と
な
り
'
翌
年
知
多
半
島
帥
崎
の
海
浜
院
に
転
地

醗
>
-
"
し
た
。
広
津
和
郎
は
父
を
終
始
敬
愛
し
'
大
正
五
叫
に
は
両
親
を
片
瀬
の
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友
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の
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持
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出
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た
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'
会
社
で
不
始
末
を
お
か
し

た
り
,
そ
の
た
び
に
弟
和
郎
に
迷
感
を
か
け
る
と
い
う
.
2
介
者
で
あ
り
t
 
t
楯
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∴
い
-
'
-
'
'
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I
-
　
>
l
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-
¥
-
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・
-
-
.
*
蝣
り
　
　
　
　
　
　
言

な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
ま
で
氾
い
こ
ん
だ
の
も
こ
の
兄
で
あ
っ
た
と
さ
え
い
え
る
.

と
い
う
の
は
大
正
五
年
四
月
'
広
津
和
郎
が
予
僻
刊
袋
で
三
週
間
'
間
田
谷
の

野
柏
兵
錦
1
連
隊
に
入
っ
て
い
た
間
に
'
兄
は
弟
和
郎
と
の
約
束
を
破
っ
て
永

田
町
の
下
椙
に
近
づ
き
娘
の
母
親
か
ら
借
金
を
し
た
り
、
弟
の
家
財
道
具
を
無

断
で
持
ち
逃
げ
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
和
郎
は
い
よ

い
よ
下
宿
の
娘
と
の
旧
係
を
」
r
r
と
感
じ
結
脈
へ
と
決
意
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
は
る
の
で
あ
る
3
ま
っ
た
く
こ
の
明
の
広
津
和
郎
は
ど
こ
に
光
明
を
見

山
そ
う
と
し
て
も
見
山
し
よ
う
の
な
い
ほ
ど
川
方
八
方
か
ら
追
い
つ
め
ら
れ
て

い
た
3
し
か
し
'
彼
は
そ
ん
な
耶
い
絶
望
的
な
引
火
を
た
え
ず
何
と
か
脱
却
し

た
い
と
願
い
'
そ
の
た
め
に
怒
硯
群
間
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
か
っ
た
。
お

そ
ら
く
精
神
的
に
は
「
憂
離
」
に
心
を
閉
ざ
さ
れ
な
が
ら
'
こ
れ
で
は
い
け
な
い

何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
「
代
敗
に
か
ら
れ
」
て
い
た
に
辺
い
な
い
。
広
押
こ
そ

ま
さ
に
「
心
の
調
和
を
失
っ
て
い
た
」
人
間
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
広

津
は
「
如
何
な
る
点
か
ら
杜
翁
を
止
る
か
」
(
「
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
」
大
6
・
7
)

の
中
で
「
爪
煉
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
が
爪
快
が
如
何
に
人
生
に
浮
が
お
ろ
か
を
説
か
う
と
す
る
の
は
'
札
自

舟
か
始
終
此
岱
腺
に
苦
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
Q
此
旅
快
が
私
の
生
命

を
F
.
=
し
て
行
-
鞘
を
'
私
は
始
終
経
験
し
て
ゐ
る
。
私
は
こ
の
経
験
を
説
か
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
」

こ
こ
に
「
怒
れ
る
-
ル
ス
ト
イ
」
の
モ
チ
ー
フ
は
簡
明
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
ま
r
J
に
広
津
白
身
の
「
経
験
」
と
い
う
極
め
て
具
体
的
な
も
の
か
ら
山

s
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
観
念
的
ト
ル
ス
-
イ
受
容
と
は
ま
っ
た
-
対

川
的
な
対
し
方
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

「
ト
ル
ス
-
イ
研
究
」
の
初
山
文
で
は
'
第
三
草
の
前
半
に
ト
ル
ス
ト
イ
の

思
思
の
性
急
・
Y
,
を
表
わ
す
例
と
し
て
'
肉
食
の
非
窓
を
説
い
た
菜
食
論
と
'

『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
の
性
欲
論
が
あ
げ
.
ら
れ
て
い
た
が
'
F
作
新
の

娼
思
』
収
録
の
際
に
い
ず
れ
も
省
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
故
か
。
『
作
者

の
感
想
』
は
大
.
j
九
年
三
月
に
出
て
い
る
。
こ
の
前
年
の
幕
、
広
津
は
放
咋
間

悩
ん
だ
結
脈
生
活
看
破
班
し
て
い
ろ
。
す
な
わ
ち
「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
の

モ
チ
ー
フ
に
あ
っ
た
広
押
臼
身
の
私
生
盲
点
の
間
脳
は
7
応
決
着
が
つ
い
た
わ
け

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
臼
己
の
別
尖
的
問
題
と
密
着
し
す
ぎ
た
部

分
は
削
除
し
て
も
っ
と
牛
観
的
な
ト
ル
ス
ト
イ
批
判
と
し
て
公
刊
し
よ
う
と
し
-

た
と
孝
見
て
も
あ
な
が
ち
間
追
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
'
文
学
の

不
思
議
は
、
実
生
活
に
お
い
て
.
B
介
で
憂
郎
な
間
脳
の
山
机
し
て
い
た
大
更
ハ

叩
か
ら
大
止
八
作
に
か
け
て
が
山
も
実
り
あ
る
作
品
を
残
し
t
 
T
応
の
火
山
を

得
た
大
.
<
九
'
十
咋
頃
か
ら
は
む
し
ろ
創
作
芯
欲
を
失
い
'
間
に
合
わ
せ
の
作

が
多
く
な
っ
た
と
い
う
郊
実
で
あ
る
ご
て
れ
は
と
も
か
-
と
し
て
、
ト
ル
ス
ト

イ
の
菜
食
論
に
対
す
る
広
津
の
批
判
は
次
の
よ
う
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
。
す
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な
わ
ち
肉
食
を
罪
悪
と
す
る
な
ら
菜
食
す
ら
罪
悪
で
は
な
い
か
と
言
い
'
罪
悪

に
対
し
て
過
剰
に
鋭
敏
に
な
る
こ
と
を
い
ま
し
め
て
い
る
。
い
わ
ば
-
ル
ス
-

イ
の
迫
班
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
考
え

る
m
t
広
津
の
念
頚
に
臼
己
の
犯
し
た
「
非
惑
」
が
意
識
を
か
す
め
な
か
っ
た

と
は
似
る
ま
い
.
す
な
わ
ち
「
愛
」
な
き
肉
体
的
過
火
は
柾
か
に
「
罪
悪
」
に

は
氾
い
な
か
ろ
う
が
、
・
さ
り
と
て
そ
の
「
非
惑
」
を
4
1
前
的
に
ひ
き
う
け
て
し

ま
う
こ
と
は
山
城
に
つ
な
が
る
と
彼
は
思
っ
た
の
に
迅
い
な
い
。
し
か
し
'

「
邪
恋
」
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
受
性
も
人
7
餌
強
い
把
は
何
と
か
そ
の
よ
う
な

「
非
思
」
を
も
の
と
も
感
じ
な
い
ほ
ど
の
「
強
い
性
格
」
を
持
ち
た
い
と
願
っ

て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
の
「
粥
い
性
格
」
に
な
お
鞭
号
っ
つ
よ
う
な
、
傷
に

塩
を
な
す
り
つ
け
る
よ
う
な
ト
ル
ス
ト
イ
の
遺
徳
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
に
は
当
然
強

-
反
先
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
.
し
か
し
'
だ
か
ら
と
い
っ
て
広
津
は

「
非
悠
」
に
H
を
つ
ぶ
っ
て
す
ま
す
こ
と
が
正
し
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
の
間
の
彼
の
考
え
は
「
自
由
と
試
作
と
に
つ
い
て
の
考
察
」

で
普
辿
化
さ
れ
て
展
間
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
広
津
は
、
「
絶
対
自
由
を
与
へ

ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
'
人
間
は
立
代
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」

と
い
い
'
「
只
の
個
人
光
義
者
は
殻
も
玉
代
感
の
強
い
人
間
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
言
っ
て
「
責
任
」
の
詑
要
性
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
'
注
目
す

べ
き
は
そ
う
し
た
公
式
論
よ
り
も
そ
の
評
論
の
終
り
の
部
分
に
述
べ
ら
れ
た
釣

針
に
引
っ
か
け
ら
れ
た
机
の
郊
件
か
ら
彼
の
う
け
た
心
臓
の
圧
迫
で
あ
る
。
そ

の
紙
只
「
虫
7
匹
殺
す
事
が
出
来
な
-
な
っ
た
」
と
い
う
広
津
和
郎
の
姿
は
ま

さ
に
菜
食
論
者
ト
ル
ス
ト
イ
の
姿
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
津
は
「
虫
一
匹
殺
せ

な
い
」
感
情
を
正
当
な
も
の
と
足
諾
し
た
な
ら
'
「
鎌
煤
の
気
持
ち
に
駆
り
立

て
ら
れ
て
、
無
敷
の
机
の
口
か
ら
釣
針
を
引
き
抜
か
う
と
馴
糾
っ
た
っ
て
'
決

し
て
キ
リ
か
な
い
」
こ
と
を
よ
-
自
覚
し
て
い
た
O
彼
は
'
「
こ
の
感
情
を
仕

伏
す
る
叫
に
催
養
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
る
Q
そ
し
て
言
う
。

「
人
は
各
々
そ
の
性
格
の
中
に
、
う
っ
か
り
す
る
と
そ
の
性
格
を
映
ひ
尺
し

て
し
ま
ふ
と
こ
ろ
の
朽
京
を
持
っ
て
ゐ
る
。
私
が
若
し
こ
の
感
情
を
あ
ふ
り
立

て
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
私
の
個
性
の
完
成
を
乱
す
正
大
の
帝
京
と
な
る
に
迎
ひ

な
い
。
」「

怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
に
お
い
て
広
津
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
怒
り
」
を
「
帝

京
」
の
発
現
と
し
て
み
て
い
る
。
こ
の
「
前
菜
」
に
対
す
る
警
戒
が
人
ご
と
な

ら
ず
広
柁
白
身
の
性
格
を
喰
い
破
り
か
ね
な
い
危
険
性
に
も
と
づ
い
て
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

ト
ル
ス
ト
イ
の
「
性
欲
論
」
に
つ
い
て
も
広
津
に
と
っ
て
自
己
の
貫
目
的
な

「
性
」
　
の
力
の
発
動
が
も
た
ら
し
た
も
の
を
省
み
て
も
そ
れ
が
非
現
実
的
な

「
独
断
と
性
急
」
の
表
わ
れ
と
み
え
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
と
に
か
-
広
津

は
極
端
と
い
う
こ
と
を
姐
う
思
想
家
で
あ
る
。
広
津
は
「
"
a
l
l
 
o
r
 
n
o
t
h
i
n
g
"

の
思
想
は
人
生
4
1
:
休
を
爪
雌
に
す
る
」
と
い
い
'
ト
ル
ス
ト
イ
の
思
想
は
「
此

の
"
a
l
l
 
o
r
 
n
o
t
h
i
n
g
"
の
思
想
に
特
〃
な
爪
快
を
符
び
て
い
た
」
と
述
べ

て
い
る
。

こ
の
「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
を
㌫
い
た
時
期
に
お
け
る
広
津
和
郎
の
関
心

事
が
か
な
り
自
己
臼
身
の
心
の
姿
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
考
え
ら
れ
た
個
人
的
な

要
素
を
軟
く
も
っ
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
o
　
「
無
為
」
に
対
す
る
批
判
に

は
多
少
の
社
会
的
な
円
く
ぼ
り
が
な
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
ま
だ
そ
れ
は
社
会

批
判
の
域
ま
で
に
は
い
た
ら
ず
'
や
は
り
自
己
自
身
の
「
生
活
」
感
の
反
映
で

も
あ
っ
た
.
そ
の
意
味
で
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
現
代
文
明
に
対
す
る
呪
附
」
と
い

う
社
会
的
な
地
点
は
広
津
の
中
に
入
っ
て
き
よ
う
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
広
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津
は
「
ト
ル
ス
ト
イ
は
個
人
の
解
脱
を
ゆ
る
さ
な
か
っ
た
」
と
い
い
'
「
強
い

精
神
力
を
括
っ
た
者
は
'
此
の
-
E
の
真
実
　
-
　
惑
さ
へ
も
止
祝
し
っ
つ
静
か
に

1
少
1
歩
と
'
あ
せ
ら
ず
に
出
ま
ず
に
自
分
の
辺
を
進
ん
で
行
-
で
あ
ら
う
。
」

と
述
べ
て
い
る
。
広
津
に
と
っ
て
は
「
我
々
人
間
が
到
退
出
来
る
の
は
」
　
「
個

人
の
解
脱
」
迄
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ
以
上
は
神
の
統
一
に
ま
か
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
「
霊
魂
の
成
長
力
」
に
し
ろ
「
自
己
完
成
」

に
し
ろ
「
個
人
の
解
脱
」
に
し
ろ
へ
　
そ
こ
に
は
「
自
己
を
生
か
す
」
と
い
う
形

で
の
人
山
期
的
な
自
我
の
と
ら
え
方
が
強
-
う
か
が
え
る
。
後
に
広
津
は
「
わ

が
心
を
語
る
」
の
中
で
「
臼
己
の
皮
を
ひ
ん
剥
き
'
ひ
ん
剥
き
し
て
行
っ
て
'

終
に
品
=
:
』
に
迂
し
た
ラ
ッ
キ
ャ
ウ
の
F
脱
無
感
』
」
を
自
覚
す
る
に
到
っ
て

は
じ
め
て
こ
の
自
我
i
j
義
は
瑠
克
さ
れ
て
ゆ
-
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
個
性
の

独
目
性
」
や
「
自
己
の
探
求
」
と
い
う
こ
と
が
「
自
己
を
舶
り
下
げ
る
」
と
か

「
己
れ
白
身
を
知
る
」
と
い
っ
た
個
人
的
な
精
神
内
部
で
推
進
で
き
る
と
考
え

て
い
た
大
.
j
期
的
自
我
机
へ
の
反
省
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
昭
和
四
年
の
こ
と
で

あ
り
'
こ
の
明
か
ら
広
津
の
視
即
は
個
人
的
な
鶴
城
を
轡
h
J
て
広
が
り
を
み
せ
'

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
引
き
回
さ
れ
る
文
城
の
危
機
を
説
き
、
出
版
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
の
拡
大
に
対
し
て
文
城
が
結
束
し
て
生
活
枇
排
誰
の
た
め
に
団
結
す
る
必

要
を
説
き
始
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
'
そ
う
い
う
広
い
視
野
は
個
人
生
活
の

圧
迫
に
悩
ん
で
い
た
広
津
に
と
っ
て
持
ち
よ
う
が
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
「
怒

れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」
執
筆
の
酌
の
実
相
で
あ
っ
た
。
ま
ず
'
お
の
れ
の
「
桐
」

そ
の
も
の
を
「
生
は
」
か
ら
救
山
す
る
こ
と
'
そ
れ
が
当
時
の
彼
の
悲
樹
で
あ

っ
た
3
両
親
の
生
活
の
耐
脚
を
始
め
と
し
て
'
妻
子
の
生
活
の
両
脚
へ
さ
ら
に

は
兄
の
前
例
ま
で
そ
の
双
日
に
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
彼
に
と
っ
て
'

「
n
j
的
日
代
」
を
一
4
-
-
 
*
-
)
・
!
-
∴
i
-
<
-
-
K
ト
イ
思
思
が
i
'
'
5
っ
た
く
の
平
川
2
-
<
州
に

み
え
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
.
当
時
の
雄
は
わ
ず
か
の
不
定
期
な
翻
訳

料
を
生
活
の
支
え
と
し
'
だ
ん
だ
ん
評
論
も
㌫
き
は
し
た
が
'
ま
だ
作
家
で
は

な
か
っ
た
。
生
活
は
m
迫
し
て
い
た
。
広
津
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
物
班
的
な
自
我
の
幸
福
は
'
精
神
的
な
自
我
の
幸
福
を
打
破
す
る
程
度
ま

で
辻
す
れ
ば
惑
い
も
の
で
あ
る
に
は
迎
い
な
い
。
併
し
ト
ル
ス
ト
イ
は
物
質
的

自
我
を
不
・
思
す
る
と
共
に
'
精
神
的
自
我
ま
で
も
否
定
し
て
し
ま
ふ
。
」

広
津
に
と
っ
て
「
物
質
的
自
我
」
の
欠
乏
が
お
の
れ
の
「
精
神
的
自
我
」
さ

え
減
ほ
し
か
ね
な
い
時
期
に
、
「
物
質
的
自
我
」
の
否
定
が
と
ほ
う
も
な
い
妄

想
と
映
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。
(
了
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