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2７ 

一
九
八
一
一
年
一
一
月
か
ら
八
一
一
一
年
七
月
に
か
け
て
、
宇
野
千
代
は
新
聞
に
大
河
自
伝
を
連
載
し
、
好
評
を
博
し
た
。
一
九
八
四
年
の
現

在
Ｐ
す
で
に
八
七
歳
に
な
っ
て
い
る
女
の
作
家
の
行
き
方
あ
る
い
は
生
き
方
が
男
女
を
問
わ
ず
読
者
を
惹
き
つ
け
る
の
は
、
な
ぜ
か
。

一
口
に
言
え
ば
、
宇
野
千
代
の
現
代
性
で
あ
り
な
か
ん
ず
く
、
そ
の
叡
智
の
に
じ
む
人
柄
へ
の
魅
力
で
あ
る
。
現
代
と
は
人
間
が
知
識

人
で
あ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
、
知
識
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
幸
に
さ
い
な
ま
れ
る
時
代
で
も
あ
る
。
宇
野
千
代
の
知
が
不
幸
に
向

わ
な
い
の
は
、
宇
野
千
代
の
人
生
に
処
す
る
．
ハ
ラ
ソ
ス
感
覚
が
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
ほ
ど
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
そ

り
〈
ラ
ソ
ス
感
覚
こ
そ
読
者
の
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
読
者
大
衆
は
、
も
は
や
、
容
易
に
啓
蒙
さ
れ
る
こ
と
を
の
ぞ
ん
で
は
い
な

い
。
し
か
も
、
大
衆
と
い
う
よ
り
庶
民
と
呼
ぶ
べ
き
名
も
な
き
読
者
は
、
孤
立
無
援
の
生
活
人
と
し
て
自
己
を
認
識
し
、
そ
れ
に
直
接

に
語
り
か
け
る
文
学
を
｝
」
そ
求
め
て
い
る
。

（
１
）
 

「
宇
野
さ
ん
の
い
ち
ば
ん
す
ぐ
れ
て
い
る
の
は
、
セ
ソ
ス
・
オ
ブ
・
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ソ
だ
」
と
評
し
た
扇
谷
正
造
は
、
そ
れ
を
支
塗
え

る
の
に
宇
野
千
代
の
持
つ
強
靱
な
生
命
力
を
あ
げ
、
お
と
ろ
え
を
知
ら
な
い
作
家
活
動
は
、
こ
の
．
ハ
ラ
ソ
ス
感
覚
と
生
命
力
仁
帰
因
す

る
と
、
創
造
者
で
あ
る
前
に
生
活
者
で
あ
る
、
宇
野
千
代
の
全
貌
を
と
ら
え
て
い
る
。

意
識
の
近
代
化
と
文
学
そ
の
三

ｌ
生
と
表
現
Ｉ

岡
田
秀
子
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泌次痙率籔硅託鉢桂牢Ⅷ読轄ベラソス感覚とは何か。この答えは、谷崎潤一郎と自分とを比較して述べた宇野千代の
「
私
は
七
十
年
に
近
い
こ
の
生
涯
の
間
、
も
し
仕
事
に
専
念
し
た
と
言
え
る
時
間
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
合
計
し
て
一
一
ヵ
年

と
は
数
え
ら
れ
ま
い
。
で
は
そ
の
他
の
時
間
は
何
を
し
て
い
た
の
か
。
：
．
…
そ
れ
は
自
然
に
、
全
く
ど
う
に
も
出
来
な
い
自
然
な
形
で

文
学
以
外
の
ほ
か
の
｝
」
と
を
し
て
い
た
。
…
…
私
の
生
活
は
、
そ
れ
く
ら
い
動
物
的
で
、
即
物
的
で
あ
っ
た
。
い
ま
に
な
っ
て
自
分
の

し
て
来
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
の
こ
と
も
詮
な
、
何
物
か
に
囚
わ
れ
て
、
そ
の
囚
わ
れ
た
こ
と
の
続
き
で
思
い
つ
い
た
事
柄
に
、
闇

雲
に
突
進
し
て
行
っ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
」
（
「
男
性
と
女
性
」
）

〃
動
物
的
で
、
即
物
的
で
、
自
分
で
も
何
を
し
て
い
る
か
分
ら
な
い
〃
と
い
っ
た
対
象
へ
の
没
入
し
た
生
き
方
は
、
近
代
的
自
我
主

（
２
）
 

義
を
生
き
る
作
家
の
も
の
で
は
な
い
。
前
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
の
近
代
化
と
い
う
過
程
を
生
き
る
上
で
、
作
家
の
上
を
ひ
と

し
な
糸
に
襲
っ
た
テ
ー
マ
は
、
〃
病
め
る
自
己
自
身
と
の
闘
い
〃
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
に
心
酔
し
た
一
時
期
の
小
林

秀
雄
は
、
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
に
こ
と
よ
せ
て
、
「
芸
術
家
を
自
身
の
天
命
と
変
ぜ
ん
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
餓
上
芸
術
家
」
の
態
度
は
、
「
強
烈

（
３
）
 

な
自
意
識
は
美
神
を
捕
へ
て
自
身
の
心
臓
に
幽
閉
せ
ん
と
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
近
代
を
生
き
る
日
本
の
作
家
に
共
通
の

意
識
は
、
強
烈
な
自
意
識
を
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
生
活
を
犠
牲
に
し
、
生
命
を
殺
す
こ
と
は
、
む
し
ろ
栄
誉
と
さ
え
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
作
家
の
希
死
願
望
は
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
芥
川
以
後
の
昭
和
期
の
自
殺
作
家
一
八
人
の
死
と

（
４
）
 

文
学
を
考
察
し
た
評
論
『
美
を
見
し
人
は
」
に
お
い
て
小
松
伸
一
ハ
は
、
自
殺
作
家
の
系
譜
を
た
ど
っ
て
見
た
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
殺
作
家
を
考
え
る
と
や
は
り
、
死
か
ら
生
を
認
識
す
る
、
無
か
ら
実
存
を
考
え
て
ゆ
く
、
そ
し
て
最
後
に
は
〃
一
切
放

下
〃
の
認
識
と
実
行
が
、
こ
の
人
た
ち
の
帰
結
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
来
る
。
人
間
対
人
間
を
描
い
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
の
作
品
よ
り

も
、
神
と
人
間
と
の
関
係
に
重
心
を
お
い
て
書
い
た
ド
ス
ト
ニ
フ
ス
キ
ー
の
タ
テ
の
考
え
方
の
ほ
う
が
、
作
品
が
深
く
な
る
と
い
っ
た

の
は
、
ジ
イ
ド
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
ら
を
さ
ら
に
言
い
か
え
て
、
死
な
い
し
無
か
ら
人
間
（
生
）
を
考
え
た
ら
ど
う
な
る
の
か
、
そ
の

極
限
は
、
自
ら
の
意
志
に
よ
る
Ｆ
生
の
解
体
（
自
殺
）
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
人
作
家
の
伝
統
の
な
か
に
は
、
死
と
闇
か
ら
人
間
の
生
を
み
よ
う
と
い
う
仏
教
的
発
想
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
言
わ
れ
て
い
る
。
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2９ 

死
や
無
か
ら
人
間
の
存
在
を
考
え
る
こ
と
は
、
「
平
家
物
語
」
「
方
丈
記
」
「
徒
然
草
」
を
は
じ
め
、
西
行
、
芭
蕉
な
ど
無
常
感
を
基
調

と
し
た
文
学
を
た
だ
ち
に
想
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
仏
教
的
発
想
が
一
般
の
生
活
者
の
世
界
観
に
ま
で
侵
透
し
そ
れ
が
自
殺
の
原
因

に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
昨
今
の
警
察
庁
が
ま
と
め
た
デ
ー
タ
ー
に
よ
る
と
依
然
と
し
て
日
本
は
自
殺
王
国
と
み
な
す

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
一
般
の
生
活
者
の
自
殺
と
文
学
者
の
自
殺
に
は
あ
き
ら
か
に
一
つ
だ
け
違
っ
た
点
が
伺
え
る
。
作
家
の
自

殺
に
は
創
造
の
問
題
、
つ
ま
り
「
書
け
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
漠
然
た
る
不
安
が
自
殺
へ
と
導
く
強
力
な
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
小
松

伸
六
は
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
前
掲
の
著
作
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
大
体
、
作
家
と
か
文
学
者
は
健
康
な
市
民
的
勤
労
の
道
を
ふ
糸
は
ず
し
た
人
た
ち
だ
。
ど
こ
の
国
に
も
〃
健
康
に
有
害
な
産
業
部

門
〃
と
い
う
法
律
上
の
概
念
が
あ
る
が
、
作
家
の
私
生
活
を
承
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
作
家
は
室
内
で
リ
ヒ
ト
・
シ
ョ
ィ
（
光
を
き
ら

う
）
の
手
仕
事
を
つ
づ
け
て
い
る
青
白
き
人
た
ち
だ
。
そ
れ
だ
け
に
、
ち
Ｐ
５
と
し
た
擦
過
傷
で
も
作
家
に
と
っ
て
は
、
命
と
り
に
な

る
。
微
風
に
も
傷
つ
く
鋭
い
感
受
性
を
も
っ
た
詩
人
リ
ル
ヶ
は
露
く
う
の
と
げ
で
敗
血
症
を
お
こ
し
て
死
ん
だ
と
い
う
神
話
が
あ
る
。
い

わ
ん
や
〃
死
へ
の
共
感
〃
と
い
う
要
求
を
内
部
に
も
つ
こ
の
有
害
な
文
筆
労
務
者
た
ち
が
、
自
分
自
身
を
破
壊
し
て
し
ま
う
の
も
仕
方

の
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
。
」
（
要
約
筆
者
）

た
し
か
に
、
作
家
や
文
学
者
は
〃
健
康
に
有
害
な
産
業
部
門
〃
で
は
あ
る
が
、
一
般
の
生
活
者
の
よ
う
に
他
か
ら
の
強
制
を
う
け
て

食
べ
る
た
め
や
む
を
え
ず
選
ん
だ
職
業
で
は
な
い
。
〃
有
害
な
産
業
部
門
〃
と
い
え
ど
も
、
自
ら
選
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
生
活
者
の

感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
さ
し
ず
め
〃
自
業
自
得
〃
と
思
い
決
す
る
た
ぐ
い
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
の
芸
術
家
に
は
そ
う
は
思
え
な

い
。
近
代
の
強
烈
な
自
我
の
具
現
で
あ
る
芸
術
家
意
識
が
、
自
ら
を
特
権
者
と
し
て
位
置
づ
け
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、

健
康
な
市
民
的
勤
労
者
と
そ
の
道
を
ふ
み
は
ず
し
た
特
権
者
、
あ
る
い
は
、
大
衆
と
エ
リ
ー
ト
と
い
う
図
式
に
単
純
に
は
め
ら
れ
る
も

の
で
も
な
い
。
小
林
伸
六
が
死
と
芸
術
の
か
か
わ
り
を
論
じ
た
自
著
の
書
名
に
選
ん
だ
「
美
を
見
し
人
は
」
は
「
ト
リ
ス
タ
ソ
」
の
最

初
の
一
行
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
詩
人
・
プ
ラ
ー
テ
ソ
（
一
七
九
六
’
一
八
三
五
）
の
詩
「
ト
リ
ス
タ
ソ
」
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ

る
◎ 、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

・
美
を
眼
を
Ｊ
い
）
て
見
し
人
は
、
す
で
に
死
に
お
ち
い
っ
て
い
る
。
／
か
の
人
は
こ
の
地
上
の
、
い
か
な
る
仕
事
に
⑪
も
役
立
た
ぬ
。
／
し
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釦
か
も
な
お
ゃ
死
を
前
に
し
て
諺
う
ち
お
の
の
く
。
／
美
を
眼
を
も
て
見
し
人
は
！

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
し
し
、
、
、
、
、
℃
い
い
℃
、

か
の
人
に
は
愛
の
苦
悩
が
永
遠
に
つ
づ
く
の
だ
。
／
な
ぜ
な
ら
、
こ
ん
な
衝
動
を
こ
の
地
上
で
満
足
さ
せ
る
こ
と
を
期
待
す
る
』
」
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
愚
者
に
し
か
で
き
な
い
声
」
と
だ
か
ら
だ
。
／
ひ
と
た
び
美
の
矢
を
う
け
た
人
に
は
、
愛
の
苦
悩
が
永
遠
に
つ
づ
く
！

■
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
あ
、
か
の
人
は
泉
の
》
」
と
く
消
え
行
く
こ
と
を
の
ぞ
む
で
あ
ろ
う
。
／
あ
ら
ゆ
る
風
の
息
吹
き
よ
り
毒
を
吸
い
／
あ
ら
ゆ
る
花
の

中
よ
り
死
の
匂
い
を
か
ぎ
だ
し
た
く
思
う
で
あ
ろ
う
。
／
美
を
眼
を
も
て
見
し
人
は
／
あ
あ
、
か
の
人
は
泉
の
ご
と
く
消
え
行
く
こ
と

を
の
ぞ
む
で
あ
ろ
う
。
（
傍
点
筆
者
）

さ
て
、
宇
野
千
代
に
お
け
る
人
生
に
処
す
る
パ
ラ
ソ
ス
感
覚
の
よ
さ
を
説
明
す
る
の
に
あ
え
て
自
殺
作
家
の
問
題
に
ふ
れ
た
の
は
、

十
七
世
紀
以
来
の
、
こ
の
美
と
愛
と
死
の
結
合
を
解
体
し
再
創
造
す
る
能
力
が
宇
野
千
代
の
生
き
方
や
文
学
の
背
後
に
感
じ
ら
れ
る
か

ら
だ
。
文
学
で
は
死
な
な
い
と
言
い
つ
づ
け
、
そ
の
多
面
的
活
動
で
あ
た
か
も
生
の
寵
児
の
如
く
象
え
た
三
島
由
紀
夫
も
文
学
的
死
で

は
な
い
に
せ
よ
、
自
殺
し
た
。
禁
猟
区
の
文
学
か
ら
政
治
の
世
界
へ
移
行
し
、
い
っ
き
ょ
に
国
家
に
決
闘
を
い
ど
ん
だ
行
動
は
、
果
敢

で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
〃
政
治
の
仮
借
な
さ
を
知
ら
ぬ
文
学
禁
猟
区
の
夢
想
家
〃
と
し
て
の
姿
を
あ
ら
わ
に
し
た
。
三
島

由
紀
夫
は
そ
の
知
識
人
的
誠
実
さ
ゆ
え
に
、
観
念
の
重
圧
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
三
島
由
紀
夫
の
文
体
が
ど
ん
な
に

論
理
性
が
あ
っ
て
も
、
こ
と
ば
の
表
現
が
た
く
み
で
も
、
所
詮
、
こ
と
ば
は
、
世
界
を
変
革
す
る
ほ
ど
の
力
を
持
た
な
い
。
こ
と
ば
と

行
動
を
二
分
し
た
思
考
で
は
、
こ
と
ば
の
力
の
限
界
は
行
動
で
突
破
で
き
る
か
仁
思
え
る
が
、
そ
れ
は
、
屯
の
の
向
う
に
あ
る
見
え
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
榊
造
ま
で
は
と
ど
か
な
い
。
「
一
一
十
世
紀
の
人
類
の
限
界
は
、
観
念
的
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
は
あ
っ
て
も
、
観
念
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
が
な

（
５
）
 

か
つ
た
こ
と
に
あ
る
。
」
（
岩
谷
宏
）

こ
こ
で
言
わ
れ
る
観
念
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
ヘ
の
試
象
と
宇
野
千
代
の
行
き
方
（
生
き
方
）
が
重
な
り
あ
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の

が
、
こ
の
論
考
を
進
め
る
一
つ
の
意
図
で
も
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
宇
野
千
代
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
伝
統
的
感
受
性
に
抵
抗
し
て
来
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
り
あ
え
ず
そ
れ
を
世
間
に
対
す
る
宇
野
千
代
の
態
度
、
つ
ま
り
他
者
と
の
関
係
の
も
ち
方
に
象
て
み
よ
う
。
三
島
由
紀
夫
が
、
不

一一
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３１ 

遜
と
自
己
過
信
の
作
家
と
評
さ
れ
た
の
と
反
対
に
、
宇
野
千
代
は
、
自
信
は
持
つ
も
の
の
自
己
を
ふ
く
む
人
間
の
弱
さ
を
深
く
知
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
自
己
過
信
に
堅
ら
入
ら
な
か
っ
た
作
家
で
あ
る
。
宇
野
千
代
特
有
の
自
己
を
桑
つ
め
、
且
つ
自
己
を
救
済
す
る
能
力
は

そ
こ
か
ら
生
じ
る
。
宇
野
千
代
は
、
自
ら
も
言
う
よ
う
に
自
分
の
こ
と
ば
か
り
書
い
た
作
家
で
あ
る
。
が
、
語
り
手
と
し
て
の
自
己
の

姿
勢
を
「
感
情
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
よ
よ
と
泣
き
伏
さ
な
い
女
、
人
か
ら
見
る
と
憎
ら
し
い
女
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
そ
れ
が
現
象

（
６
）
 

を
見
る
と
き
の
、
抽
象
性
で
は
な
い
か
と
思
う
、
文
学
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
」
と
一
一
言
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
場
合
も
語
り
手
は
、
語
ら
れ

染
こ

る
自
己
の
外
に
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
み
手
に
塞
胆
る
主
体
が
自
己
を
巫
子
と
糸
た
て
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
人
が
い

る
。
宇
野
千
代
は
、
こ
う
し
た
何
屯
の
か
に
の
り
移
ら
れ
た
気
分
に
な
れ
な
い
人
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
キ
リ
ス
ト
教
の
洗
礼
も
受
け
て

い
な
い
の
で
、
西
欧
的
自
我
の
後
楯
も
な
い
。
宇
野
千
代
に
と
っ
て
自
分
と
は
、
の
っ
け
か
ら
孤
立
無
援
の
生
活
者
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
宇
野
千
代
は
そ
の
位
置
か
ら
、
自
分
を
物
語
り
つ
つ
、
つ
ね
に
物
語
り
に
距
離
を
と
る
眼
を
失
わ
な
い
。

こ
の
距
離
の
た
め
に
宇
野
千
代
が
描
く
空
間
は
か
わ
い
て
い
て
、
け
っ
し
て
悲
哀
に
ひ
た
さ
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
で
い
う
〃
孤
立
無

援
の
生
活
者
〃
と
は
、
現
代
の
都
市
生
活
者
に
共
通
の
自
己
の
あ
り
方
で
は
な
い
よ
う
だ
。
現
代
の
都
市
の
住
人
は
、
孤
立
無
援
に
な

っ
て
は
い
て
も
、
孤
立
無
援
を
選
び
と
っ
て
ば
い
な
い
。
従
っ
て
、
宇
野
千
代
の
よ
う
な
孤
立
無
援
の
生
活
者
は
日
本
人
的
感
性
を
も

た
な
い
日
本
人
と
し
て
異
様
に
写
る
。
宇
野
千
代
は
、
同
時
代
の
作
家
、
中
里
恒
子
へ
の
返
信
に
次
の
よ
う
に
書
く
。

「
お
手
紙
の
中
に
あ
る
一
行
、
あ
れ
を
訂
正
し
て
頂
け
た
ら
と
、
私
は
思
う
の
で
す
。
「
私
が
醤
く
の
は
、
結
局
、
無
常
観
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
」
あ
の
一
行
で
す
。
ど
う
言
う
訳
な
の
か
、
私
は
こ
の
無
常
観
と
い
う
言
葉
が
き
ら
い
で
す
。
「
も
の
も
、
ひ
と
も
、
娘

も
。
」
頼
ら
な
い
、
と
あ
な
た
は
仰
言
る
。
た
だ
言
葉
の
上
だ
け
の
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
日
常
語
で
、
無
常
観
と
は
決
し
て

（
７
）
 

一
一
言
い
た
く
な
い
私
の
方
が
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
西
欧
人
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
」

観
念
を
思
想
の
課
題
と
す
る
時
、
問
題
と
な
る
の
は
言
葉
に
よ
る
思
考
が
直
線
的
に
つ
な
が
り
、
枝
葉
を
切
り
捨
て
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
観
念
の
ラ
ジ
カ
リ
ズ
ム
ヘ
の
試
み
が
提
唱
さ
れ
る
。
西
欧
芸
術
史
を
ひ
も
と
け
ば
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム
、
シ
ュ
ー
ル
・

レ
ア
リ
ズ
ム
、
ポ
ッ
プ
な
ど
芸
術
史
の
な
か
に
散
発
的
に
み
ら
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
や
こ
れ
ら
は
単
な
る
知
識

と
な
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
で
は
こ
の
言
葉
に
よ
る
思
考
の
直
線
性
は
、
何
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
る
の
か
、
岩
谷
宏
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諺
は
音
（
ロ
ッ
ク
）
に
そ
れ
を
見
出
し
て
い
る
。
「
音
は
文
章
と
違
っ
て
、
感
覚
や
神
経
に
対
す
る
物
理
的
な
力
で
あ
る
。
文
章
は
注
々

に
し
て
「
ア
タ
マ
で
わ
か
っ
て
る
人
間
し
か
つ
く
り
出
さ
な
い
が
、
音
は
原
理
的
に
、
あ
る
種
の
ク
ス
リ
と
同
様
、
人
間
の
観
念
性
の

（
８
）
 

中
枢
を
異
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

こ
の
視
点
を
宇
野
千
代
と
い
う
テ
キ
ス
ト
の
解
読
に
援
用
し
て
み
よ
う
。
宇
野
千
代
の
男
性
と
の
出
会
い
は
、
つ
ね
に
感
覚
あ
る
い

は
内
的
衝
動
に
よ
っ
て
主
体
的
に
選
び
と
ら
れ
る
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
が
先
で
、
意
識
さ
れ
る
の
は
、
い
つ
も
そ
の
後
で
あ
る
。
し
か

も
意
識
さ
れ
た
感
覚
は
、
既
製
の
言
葉
で
は
ぴ
っ
た
り
し
な
い
。
た
め
に
感
覚
と
一
致
す
る
こ
と
ば
を
逆
探
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
。
宇
野
千
代
の
文
庫
に
多
用
さ
れ
る
〃
人
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
〃
は
こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
伺
わ
せ
る
。
通
じ

や
す
い
こ
と
ば
、
と
り
す
ま
し
た
こ
と
ば
で
は
、
意
識
の
表
面
に
浮
上
さ
せ
た
感
覚
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
て
、
宇
野
千

代
に
と
っ
て
岩
谷
宏
の
言
う
音
楽
に
代
る
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
感
覚
の
交
流
と
し
て
の
性
、
性
と
多
様
な
情
念
と
の
結

び
つ
き
の
感
覚
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
う
し
た
視
点
で
み
る
時
、
宇
野
千
代
の
愛
、
又
は
情
念
に
対
す
る
解
釈
が
、
従
来
の
解
釈

を
こ
と
ご
と
く
覆
す
反
解
釈
と
な
っ
て
い
る
一
」
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
と
ば
一
般
に
つ
い
て
の
承
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ

れ
の
歴
史
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
日
本
語
と
い
う
言
葉
に
も
問
題
が
あ
り
生
き
て
感
覚
す
る
宇
野
千
代
の
そ
れ
を
包
括
し
え
な

い
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
。
中
里
恒
子
が
言
葉
の
側
か
ら
や
っ
て
来
る
無
常
観
と
い
う
観
念
に
自
己
の
感
覚
を
そ
わ
せ
よ
う
と
す

る
の
に
対
し
、
宇
野
千
代
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
。
〃
感
情
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
よ
よ
と
泣
き
伏
さ
な
い
〃
こ
と
で
女
と
し
て
他
者
に

向
う
姿
勢
を
同
じ
く
し
て
も
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
感
覚
を
と
ら
え
る
時
の
姿
勢
に
お
い
て
宇
野
千
代
の
ほ
う
が
過
激
で
あ
る
。
具
体
的

次
元
で
と
ら
え
れ
ば
、
中
里
恒
子
の
態
度
は
、
知
的
で
そ
れ
故
に
抽
象
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
宇
野
千
代
は
、
感
性
的
、
感
覚
的

で
、
そ
の
た
め
生
活
者
的
で
あ
る
。
生
活
人
に
と
っ
て
は
、
孤
立
無
援
を
無
常
観
と
し
て
と
り
す
ま
す
よ
り
は
、
た
と
え
無
情
を
感
じ

て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
好
み
を
き
っ
か
け
と
し
て
積
極
的
な
診
〈
イ
タ
リ
テ
ィ
に
転
化
さ
せ
る
。
収
入
を
参
や
し
た
け
れ
ば
、
好
な
き
も

の
を
デ
ザ
ィ
ソ
し
売
る
』
」
と
を
考
え
る
宇
野
千
代
は
、
〃
戦
後
民
主
主
義
の
良
質
の
部
分
〃
を
す
で
に
し
て
先
取
り
し
て
い
た
と
言
え

る
。
宇
野
千
代
の
中
に
知
識
人
に
共
通
な
虚
無
的
な
感
情
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
き
と
し
て
生
じ
る
宇
野
千
代
の
ア
ナ
ー
キ
ー
さ

は
、
虚
無
と
生
活
人
の
．
〈
イ
タ
リ
テ
ィ
の
双
方
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
宇
野
千
代
と
同
郷
の
河
上
微
太
郎
が
井
伏
鱒
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3３ 

こ
う
し
て
宇
野
千
代
は
、
尾
崎
士
郎
に
囚
わ
れ
て
追
い
か
け
、
そ
の
結
果
生
じ
る
生
活
を
ひ
き
う
け
て
生
き
た
。
東
郷
育
児
と
暮
す

こ
と
に
な
っ
て
も
、
同
じ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
宇
野
千
代
が
対
象
に
没
入
し
た
こ
と
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
尾
崎
士
郎
と
東
郷
育
児

で
は
、
生
き
方
の
姿
勢
が
違
っ
た
。
前
者
は
対
象
を
言
語
的
に
把
握
す
る
律
義
で
誠
実
な
人
で
あ
り
、
後
者
は
、
対
象
を
感
覚
に
よ
っ

て
と
ら
え
る
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
動
物
的
で
即
物
的
で
、
自
分
で
も
何
を
し
て
い
る
か
分
ら
な
い
」
と
い
っ
た
宇
野
千
代
の
対
象

へ
の
か
か
わ
り
方
は
、
東
郷
育
児
の
そ
れ
で
も
あ
っ
た
。

尾
崎
士
郎
と
別
れ
た
直
後
の
一
時
期
を
宇
野
千
代
は
自
ら
、
〃
私
の
動
物
時
代
〃
と
呼
ん
で
い
る
。
東
郷
育
児
と
出
合
っ
た
の
は
そ

の
頃
で
あ
っ
た
。
宇
野
千
代
は
、
こ
の
頃
の
東
郷
青
児
と
の
生
活
を
、
「
ま
る
て
よ
ふ
か
け
た
小
説
の
続
づ
き
を
早
く
よ
ゑ
た
い
と

思
っ
て
で
も
い
る
よ
う
な
気
持
で
暮
し
て
い
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
恋
愛
は
文
明
の
産
物
だ
か
ら
、
最
初
は
他
人
か
ら
教
わ
る
し
か

（
⑩
）
 

な
い
、
近
代
で
は
大
体
小
説
か
ら
教
わ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
宇
野
千
代
は
フ
ラ
ソ
ス
帰
り
の
東
郷
青
児
か
ら
、
直
輸
入
の
恋
愛
の
個
人

教
授
を
う
け
る
。
し
か
も
作
家
で
あ
る
宇
野
千
代
は
、
得
意
満
面
の
蕩
児
の
語
る
〃
色
ざ
ん
げ
〃
を
聞
き
番
き
す
る
と
い
う
体
験
を
す

る
。
よ
き
聞
き
手
で
あ
る
と
同
時
に
た
く
み
な
表
現
者
で
も
あ
っ
た
宇
野
千
代
は
、
作
品
を
書
く
こ
と
で
、
東
郷
育
児
と
と
も
に
も
う

一
つ
の
恋
愛
の
空
間
も
生
き
た
と
言
え
る
。

「
彼
と
の
生
活
は
私
に
は
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
ば
か
り
で
し
た
。
そ
の
た
め
私
は
、
世
間
の
噂
と
は
反
対
に
、
尾
崎
と
の
別
離
の

哀
し
ゑ
も
、
忘
れ
果
て
て
了
っ
た
ほ
ど
で
し
た
。
」
と
語
る
。
〃
ロ
ッ
ク
＆
ロ
ー
ル
は
、
そ
の
音
に
よ
っ
て
、
聞
く
人
の
か
ら
だ
も
ま
た

頭
の
シ
ソ
も
非
常
に
短
い
、
あ
わ
た
だ
し
い
サ
イ
ク
ル
で
激
し
く
動
く
〃
と
い
う
。
尾
崎
士
郎
の
も
と
で
つ
ち
か
わ
れ
て
い
た
宇
野
千

リ
ニ
ア
ー

代
の
文
士
風
な
あ
る
い
は
知
識
人
の
直
線
的
な
思
考
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
←
」
精
神
構
造
は
東
郷
育
児
に
よ
っ
て
、
か
な
り
な
程
度
、
異

二
、
福
原
鱗
太
郎
に
共
通
の
性
格
を
「
そ
の
見
か
け
以
上
の
人
情
の
深
さ
、
必
要
以
上
の
は
に
か
み
性
と
、
そ
の
結
果
受
動
的
に
鋭
く

働
く
感
受
性
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
河
上
徹
太
郎
自
身
に
も
あ
て
は
ま
り
、
宇
野
千
代
に
も
あ
て
は
ま
る
。
つ
ま

（
９
）
 

り
、
よ
き
瀬
戸
内
海
人
に
辻
〈
通
の
「
日
向
臭
い
感
受
性
」
で
あ
る
。
宇
野
千
代
が
、
動
物
的
と
坪
》
参
も
の
も
、
風
景
が
は
ぐ
く
ん
だ
感

受
性
を
内
包
し
て
い
る
。

一一一
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3４ 

化
さ
れ
た
と
見
て
も
よ
か
ろ
う
。

「
会
っ
た
途
端
に
、
一
緒
に
来
い
な
ど
と
言
う
こ
と
の
出
来
る
》
男
の
無
謀
に
、
応
え
て
見
た
い
気
持
で
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

（
ｕ
）
 

か
。
危
い
、
と
思
う
方
向
へ
、
思
わ
ず
引
き
込
ま
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
或
る
気
持
な
の
で
し
ょ
う
か
。
」
と
宇
野
千
代
は
、
東
郷

育
児
と
の
矛
盾
に
満
ち
、
摩
訶
不
思
議
な
同
棲
生
活
に
入
っ
た
気
持
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
二
人
は
、
裏
と
表
ほ
ど
生
活
の
好
み
が

違
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
間
普
通
で
な
い
も
の
を
と
り
入
れ
る
こ
と
で
は
な
ぜ
か
一
致
し
て
い
て
、
ど
ち
ら
が
ど
う
と
い
う

相
談
も
し
な
い
の
に
日
常
の
習
慣
を
入
れ
違
い
に
し
て
暮
す
。
こ
の
突
然
変
異
の
よ
う
に
見
え
る
一
一
人
の
変
化
は
、
世
間
の
人
に
は
、

二
人
の
生
活
の
融
和
の
証
拠
だ
と
象
ら
れ
た
。
だ
が
宇
野
千
代
は
そ
れ
は
違
う
と
否
定
す
る
。
「
た
だ
世
間
の
人
に
そ
う
思
わ
れ
る
こ

と
が
、
満
身
創
痩
２
－
人
に
と
っ
て
、
一
種
の
武
装
だ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
何
の
た
め
に
そ
う
言
う
武
装
が
必
要
な
の
か
誰
に
も
分

（
迫
）

と
が
、
満
身
創
痩
函
一
一

ら
な
い
こ
と
で
し
た
。
」

満
身
創
痩
２
－
人
と
は
、
文
字
通
り
孤
立
無
援
の
都
市
放
浪
者
の
謂
で
あ
り
、
宇
野
千
代
は
、
東
郷
育
児
と
い
う
手
負
い
の
猪
に
銃

口
を
向
け
ら
れ
て
も
び
く
と
も
し
な
い
手
負
い
の
雌
猪
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
し
た
た
か
な
二
人
は
こ
の
や
く
ざ
の
親
分
と
子
分
さ
な
が

ら
の
心
境
と
一
緒
に
そ
れ
と
は
全
く
反
対
の
優
雅
な
生
活
に
も
憧
れ
て
居
り
、
東
郷
育
児
は
そ
れ
を
絵
に
表
現
し
、
宇
野
千
代
は
小
説

に
表
し
て
い
た
。
宇
野
千
代
は
、
こ
う
し
た
二
人
の
間
柄
を
回
想
し
て
〃
ど
こ
か
愛
に
似
て
い
る
〃
と
記
し
て
い
る
。
近
代
に
お
け
る

恋
愛
は
、
そ
れ
が
ふ
ざ
け
て
い
る
に
せ
よ
ま
じ
め
な
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
演
技
な
し
に
は
な
り
た
た
な
い
。
愛
と
恋
愛
を
同
義
に
使

っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
〃
愛
に
似
て
い
る
〃
の
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ
が
近
代
意
識
の
産
物
で
あ
る
恋
愛
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

生
活
も
、
五
年
の
後
、
終
る
。
〃
ふ
い
に
こ
う
し
て
は
い
ら
れ
な
い
、
と
矢
も
盾
も
堪
ら
ぬ
気
持
〃
に
な
り
一
一
人
で
建
て
た
コ
ル
ピ
ジ

ェ
風
の
家
を
出
て
行
く
の
は
宇
野
千
代
で
あ
っ
た
。
自
ら
の
衝
動
に
従
っ
た
こ
と
と
は
言
え
、
宇
野
千
代
に
と
っ
て
は
、
さ
す
が
に
自

業
自
得
の
に
が
さ
が
残
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ひ
と

「
五
年
前
、
東
郷
の
家
で
始
め
て
泊
っ
た
と
き
、
私
は
東
郷
と
そ
の
女
と
が
、
も
う
き
っ
ぱ
り
と
別
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
念
を
押

し
た
で
し
ょ
う
か
。
蒲
団
に
つ
い
た
血
を
見
て
も
、
「
こ
れ
は
あ
の
と
き
の
れ
。
」
と
も
聞
か
な
か
っ
た
私
が
、
い
ま
に
な
っ
て
、
そ
の

ひ
と

女
と
東
郷
と
が
一
緒
ら
し
い
と
聞
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、
何
を
狼
狽
て
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は
た
だ
、
そ
の
一
一
人
の
間
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3５ 

さ
て
、
宇
野
千
代
と
同
時
代
を
生
き
た
作
家
・
大
岡
昇
平
が
フ
ラ
ソ
ス
の
小
説
家
、
ラ
デ
ィ
ゲ
の
方
法
に
拠
っ
て
書
い
た
恋
愛
小
説

「
武
蔵
野
夫
人
』
に
は
、
道
子
と
勉
の
二
人
の
主
人
公
が
い
る
。
な
ぜ
主
人
公
が
一
一
人
い
る
か
は
、
こ
の
小
説
の
ま
よ
い
だ
が
、
こ
の

こ
と
は
と
も
か
く
、
一
一
人
の
主
人
公
は
、
と
も
に
作
者
、
大
岡
昇
平
の
〃
自
己
観
察
の
鋭
敏
が
そ
の
ま
ま
登
場
人
物
の
自
己
観
察
の
鋭

（
Ｍ
）
 

敏
に
転
写
さ
れ
て
描
か
れ
〃
、
そ
の
点
で
ほ
と
ん
ど
同
型
で
あ
る
と
一
一
旨
え
る
。
こ
れ
は
大
岡
昇
平
が
、
自
己
像
を
女
と
男
に
一
一
分
し
た

と
解
釈
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
の
一
人
、
勉
は
、
作
者
自
身
が
自
注
的
な
文
章
の
な
か
で
言
っ
て
い
る
こ
と
と
こ
の
小
説
を
あ
わ
せ
て

読
め
ば
、
勉
を
一
日
一
「
復
員
者
」
と
形
容
し
て
、
そ
の
健
康
恢
復
の
物
語
を
書
く
の
が
こ
の
小
説
の
意
図
の
一
つ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
・

勉
は
題
名
に
な
っ
た
武
蔵
野
夫
人
、
つ
ま
り
道
子
の
恋
人
と
し
て
よ
り
も
、
『
赤
と
黒
』
の
ジ
ュ
リ
ア
ソ
・
ソ
レ
ル
さ
な
が
ら
、
自
分

自
身
の
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
生
活
を
ひ
た
す
ら
生
き
よ
う
と
あ
が
い
て
居
り
、
そ
の
物
語
と
し
て
読
む
ほ
う
が
意
図
に
忠
実
な
よ
う

だ
。
小
説
で
は
な
い
が
、
東
郷
育
児
も
「
復
員
者
」
で
は
な
い
に
し
る
フ
ラ
ソ
ス
ジ
・
コ
ロ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
身
に
つ
け
た
、
や
つ
れ

た
「
帰
還
者
」
で
あ
っ
た
。
東
郷
育
児
も
勉
と
同
様
に
自
分
自
身
の
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
い
生
活
を
生
き
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
そ
し

て
、
宇
野
千
代
は
、
も
う
一
人
の
主
人
公
、
道
子
で
あ
る
。
小
説
で
の
道
子
は
、
勉
を
虚
無
か
ら
立
ち
な
お
ら
せ
る
た
め
に
心
を
く
だ

き
、
生
か
す
た
め
に
命
を
断
っ
た
。
こ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
に
宇
野
千
代
も
東
郷
育
児
が
日
本
社
会
に
適
応
し
て
生
き
は
じ
め
た
時
、

去
っ
て
行
っ
た
。
た
だ
宇
野
千
代
が
道
子
と
違
う
の
は
、
東
郷
青
児
と
味
っ
た
陶
酔
に
、
多
少
意
識
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
こ
と
だ
。

『
未
練
』
『
別
れ
も
愉
し
』
な
ど
の
一
聯
の
小
説
は
こ
の
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
。
雑
誌
「
ス
タ
イ
ル
」
の
刊
行
も
別
れ
を
き
っ
か
け
に

次
へ
と
向
け
ら
れ
た
情
熱
発
散
の
場
で
あ
る
。

（
、
）

に
、
割
り
込
ん
で
い
た
だ
け
で
、
五
年
と
一
一
三
う
月
日
を
暮
し
て
い
た
の
だ
と
言
わ
れ
て
ｊ
も
、
そ
う
で
は
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。
」

宇
野
千
代
は
、
こ
の
東
郷
育
児
と
の
結
末
を
自
分
に
少
し
の
文
句
を
言
う
こ
と
も
許
さ
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
、
東
郷
宵
児
が
あ
の

ひ
と

女
と
一
緒
に
な
っ
た
と
言
う
》
」
と
で
、
東
郷
を
憎
ん
だ
と
語
っ
て
い
る
。

と
は
言
え
、
宇
野
千
代
に
と
っ
て
東
郷
育
児
体
験
は
、
ロ
ッ
ク
を
聞
い
た
直
後
の
衝
撃
的
体
験
に
比
す
べ
き
体
験
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
を
再
度
、
思
わ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
こ
の
体
験
は
、
具
体
的
に
し
て
且
つ
抽
象
的
で
あ
り
、
悲
劇
的
で
あ
り
な

が
ら
滑
稽
で
も
あ
る
。
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3６ 

宇
野
千
代
は
の
ち
に
こ
う
書
い
て
い
る
。

す
べ
‐

「
私
の
一
生
は
凡
て
、
，
も
の
ご
と
の
色
、
形
、
Ｉ
そ
の
配
分
な
ど
を
考
え
る
、
三
口
わ
ぱ
デ
ザ
イ
ソ
一
辺
倒
の
一
生
で
あ
っ
た
、
と
思
う

の
で
あ
る
・
本
業
で
あ
る
文
章
の
仕
事
は
、
決
し
て
一
プ
ザ
イ
ソ
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
文
章
を
書
く
と
き
、
そ
の
起
承
転
結
が
そ
の

ま
ま
、
思
想
の
置
き
方
で
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
私
睦
も
の
を
書
く
と
き
、
決
し
て
そ
れ
を
意
識
し
て
書
く
わ

け
で
は
な
い
。
心
に
浮
ん
だ
ま
ま
を
、
無
意
識
に
警
き
進
め
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
．
－
種
の
デ
ザ
イ
ン
を
し
て
い
る
、
と

（
巧
）

思
う
こ
と
が
あ
る
。
」
（
『
続
・
幸
福
を
知
る
才
能
』
）

世
界
巷
把
握
す
る
し
か
た
に
共
通
性
の
あ
る
東
郷
青
児
と
宇
野
千
代
は
、
こ
と
ば
左
尽
し
て
理
解
に
向
わ
な
く
て
も
、
感
覚
を
通
し

て
通
じ
あ
う
も
の
が
あ
っ
た
・
宇
野
千
代
が
東
郷
育
児
に
向
け
た
関
心
の
は
じ
ま
り
は
、
心
中
未
遂
事
件
へ
の
好
奇
心
で
あ
っ
た
。
と

こ
ろ
が
こ
の
男
と
暮
す
う
ち
に
、
宇
野
千
代
は
東
郷
育
児
の
中
に
自
分
自
身
の
姿
を
も
見
出
し
た
。
そ
こ
か
ら
気
楽
な
つ
き
あ
い
の
面

白
さ
も
あ
じ
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
私
の
着
物
好
き
の
真
似
を
し
て
、
東
郷
も
ま
た
、
着
物
を
着
る
よ
う
に
な
っ
た
。
濃
紺
の
ウ
ー
ル
の
生
地
を
買
っ
て
来
て
、
二
人

で
揃
い
の
着
物
Ｆ
』
仕
立
て
た
こ
と
も
あ
る
。
私
の
方
は
ま
た
、
東
郷
の
指
示
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ソ
ス
直
輸
入
の
や
ぅ
な
、
最
近
流
行
の

洋
服
を
着
た
り
し
た
。
そ
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
東
郷
は
私
の
仕
事
で
あ
る
、
‘
も
の
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
真
似
た
り
し
た
。
」

洋
服
を
着
た
り
し
た
。

（
肥
）

（
『
或
る
男
の
断
面
』
）

東
郷
育
児
に
は
、
女
と
言
う
も
の
に
対
し
、
切
実
な
夢
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
。
く
り
に
い
た
時
、
見
聞
し
た
社
交
界
の
貴
婦
人
の
生

活
で
あ
っ
た
・
娘
の
東
郷
た
ま
承
は
も
ち
ろ
ん
、
宇
野
千
代
に
対
し
て
も
こ
の
夢
は
向
け
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
娘
允
ま
み
や
宇
野
千
代

を
オ
ブ
ジ
ェ
に
し
て
自
ら
の
好
糸
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
宇
野
千
代
曙
こ
の
東
郷
育
児
の
夢
に
お
も
し
ろ
が
っ
て
参
加
す
る
。
横

浜
に
出
向
い
て
？
支
那
人
の
仕
立
職
人
、
貿
全
根
に
う
る
さ
い
ほ
ど
ス
タ
イ
ル
を
指
示
し
て
洋
服
を
つ
く
ら
せ
た
か
と
思
う
と
今
度

本
も
作
っ
た
。

宇
野
千
代
に
よ
る
と
東
郷
育
児
は
、
文
章
を
書
く
こ
と
も
上
手
で
、
翻
訳
の
仕
事
も
手
が
け
、
「
恐
る
べ
き
子
供
た
ち
」
「
ド
ル
ジ
ェ

ル
伯
の
舞
踏
会
」
な
ど
の
名
訳
も
あ
る
。
宇
野
千
代
の
短
い
コ
ソ
ト
に
東
郷
の
挿
絵
を
入
れ
た
「
大
人
の
絵
本
」
と
い
う
豪
華
な
単
行
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3７ 

は
、
「
僕
の
心
中
事
件
を
書
い
て
見
る
気
は
な
い
か
」
と
も
ち
か
け
た
。
宇
野
千
代
は
こ
の
こ
と
を
「
東
郷
は
蝦
さ
え
あ
る
と
、
そ
の

話
の
続
き
を
し
て
く
れ
た
。
作
品
は
や
が
て
出
来
上
っ
た
。
そ
れ
は
私
の
全
著
作
の
中
で
、
一
番
、
面
白
い
と
言
わ
れ
る
あ
の
『
色
ざ

ん
げ
』
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
の
製
作
過
程
は
、
あ
た
か
も
、
あ
の
東
郷
の
私
に
、
横
浜
の
貿
全
根
の
と
こ
ろ
で
洋
服
を
仕

立
て
さ
せ
て
く
れ
た
と
き
の
、
あ
の
有
様
に
似
て
い
た
。
こ
れ
を
東
郷
の
私
に
対
す
る
愛
情
で
あ
る
と
確
信
し
た
の
は
、
こ
れ
ま
た
笑

（
Ⅳ
）
 

止
で
あ
っ
た
。
」
考
鱈
え
て
承
れ
ば
、
恋
愛
と
い
う
一
種
の
内
的
状
態
は
そ
れ
が
よ
し
自
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
客
観
的
に

た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
存
在
を
あ
り
あ
り
と
感
受
し
て
い
る
た
め
に
は
自
分

が
自
分
自
身
を
み
つ
め
て
、
こ
の
幻
想
空
間
を
楽
し
み
を
も
っ
て
支
え
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
東
郷
育
児
の
持
ち
帰
っ
た
〃
西

欧
風
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
〃
の
態
度
は
、
や
が
て
一
九
三
○
年
代
の
風
俗
と
な
り
思
想
と
な
っ
て
、
と
く
に
知
識
人
の
依
拠
す
る
と
こ
ろ

と
な
る
。
宇
野
千
代
は
い
ち
早
く
こ
の
風
俗
に
染
り
な
が
ら
、
且
つ
そ
れ
を
相
対
化
し
て
さ
り
げ
な
い
観
察
者
の
位
置
に
身
を
置
い

た
。
西
欧
風
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
態
度
に
馴
れ
て
、
わ
が
ま
ま
一
ぱ
い
の
暮
し
方
を
す
る
女
の
中
に
男
の
欲
望
の
形
を
探
る
こ
と
が
で

き
た
。
「
東
郷
に
と
っ
て
は
、
こ
の
一
刻
も
眼
の
離
せ
な
い
盈
子
に
対
し
て
、
或
る
種
の
関
心
を
持
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
」

（
昭
）

の
一
刻
も
眼
の
離
せ
な
い
も
の
に
対
す
る
関
心
と
は
何
か
。
誰
が
そ
れ
を
的
確
に
一
言
い
当
て
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
」

観
察
者
、
宇
野
千
代
が
東
郷
育
児
の
上
に
重
ね
て
い
た
も
の
は
、
自
ら
の
中
に
隠
れ
て
い
た
放
蕩
無
頼
の
気
持
で
あ
り
、
放
蕩
無
頼

の
生
涯
の
ば
て
に
無
念
の
気
持
を
お
さ
え
が
た
く
死
ん
で
い
っ
た
父
の
姿
で
は
な
か
っ
た
か
。
エ
ッ
セ
イ
「
愛
の
断
章
」
会
続
・
幸
福

を
知
る
才
能
』
）
の
中
で
二
十
歳
で
尾
崎
士
郎
と
離
婚
し
た
当
時
の
精
神
状
態
を
宇
野
千
代
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
と
に
か
く
こ
の
間
は
、
私
は
た
く
さ
ん
の
擬
似
恋
愛
を
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
三
日
間
の
恋
愛
で
あ
っ
た
り
、
十
日
く
ら
い
の
期
間

で
あ
っ
た
り
し
ま
し
た
。
恋
愛
と
恋
愛
が
混
線
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
人
に
迷
惑
が
か
か
ら
な
い
、
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
で

誰
か
に
迷
惑
が
か
か
っ
た
と
し
て
も
平
気
だ
っ
た
の
で
す
。
」
「
私
の
心
の
中
に
隠
れ
て
い
た
何
か
が
放
蕩
無
頼
の
気
持
が
、
失
恋
と
言

う
状
態
を
カ
サ
に
き
て
、
出
て
来
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
夜
も
昼
も
恋
愛
を
し
て
い
る
ゑ
た
い
で
、
実
は
誰
を
も
愛
さ
な
い
、
自
分
目

（
〃
文

身
を
さ
え
も
愛
さ
な
い
虚
無
状
態
な
の
で
し
た
。
…
．
：
こ
の
短
い
期
間
の
虚
無
状
態
は
、
考
え
て
見
る
と
身
に
こ
た
え
ま
し
た
。
ふ
る

の
マ
マ
）

ふ
る
可
厭
な
こ
と
だ
と
思
っ
た
瞬
間
に
、
眼
が
醒
め
ま
し
た
。
」
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3８ 

宇
野
千
代
は
東
郷
育
児
と
暮
す
な
か
で
、
彼
の
性
格
の
さ
ま
ざ
ま
な
面
を
見
た
は
ず
だ
。
冷
酷
と
思
え
る
と
こ
ろ
、
ち
ょ
っ
と
小
狡

い
と
こ
ろ
も
見
逃
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
東
郷
育
児
を
愛
し
た
の
は
、
フ
ラ
ソ
ス
滞
在
七
年
の
間
に
く
ぐ
っ
た

で
あ
ろ
う
修
羅
場
の
生
活
に
対
す
る
同
情
と
敬
意
で
あ
ろ
う
Ｃ

・
く
り
で
の
東
郷
育
児
の
暮
し
は
、
想
像
を
絶
す
る
貧
窮
な
し
の
で
あ
っ
た
。
靴
も
買
え
な
い
で
裸
足
で
歩
く
、
乞
食
同
然
の
最
低
生

活
か
ら
這
い
上
る
た
め
に
は
、
避
暑
地
で
老
い
た
女
た
ち
を
相
手
に
し
た
り
、
男
色
を
好
む
男
た
ち
と
金
の
た
め
に
寝
る
こ
と
も
あ
っ

た
。
朝
起
き
て
外
に
出
る
と
歩
け
な
い
ほ
ど
消
耗
し
た
体
に
、
太
陽
の
光
が
ま
ぶ
し
く
、
よ
ろ
よ
ろ
と
よ
ろ
け
出
た
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
話
は
宇
野
千
代
に
は
け
っ
し
て
話
さ
な
か
っ
た
。
男
同
志
の
打
明
け
話
と
し
て
、
気
に
入
り
の
友
人
に
し
ば
し

ば
面
白
が
っ
て
話
し
て
い
た
話
で
あ
る
。
重
い
こ
と
を
軽
く
、
し
か
も
面
白
が
っ
て
表
現
す
る
こ
と
、
こ
れ
は
放
蕩
無
頼
を
隠
し
あ
っ

た
も
の
の
共
通
な
世
間
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
東
郷
青
児
と
は
、
創
造
者
で
あ
る
宇
野
千
代
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
の
か
、
お
そ
ら
く
西
欧
の
文
化
に
直
接
身
体
で

ふ
れ
て
来
た
ア
ジ
ア
人
、
し
か
も
そ
の
傷
を
今
も
な
ま
な
ま
し
く
感
じ
さ
せ
る
男
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
宇
野
千
代
は
こ
う
し
た
東
郷

育
児
を
「
さ
う
言
う
生
活
を
敢
え
て
し
て
来
た
東
郷
が
悪
か
っ
た
か
。
或
ひ
は
浅
間
し
か
っ
た
か
。
さ
う
で
は
な
い
。
東
郷
育
児
に
さ

う
言
う
生
活
を
与
え
た
、
フ
ラ
ソ
ス
と
言
う
国
の
側
の
、
退
頽
し
た
空
気
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
」
と
見
て
い
る
。

芸
術
の
た
め
に
男
娼
に
ま
で
な
り
さ
が
っ
た
東
郷
育
児
も
、
日
本
に
帰
れ
ば
．
ハ
リ
の
雰
囲
気
を
体
全
体
で
発
散
す
る
〃
洋
画
の
鬼

才
〃
と
し
て
ふ
る
ま
い
は
じ
め
る
。
も
は
や
東
郷
育
児
は
、
孤
独
で
無
名
な
都
市
生
活
者
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
傷
を
負
っ
た
獣
さ

な
が
ら
な
東
郷
育
児
を
発
見
し
た
同
じ
場
所
で
宇
野
千
代
は
そ
う
し
た
東
郷
育
児
を
見
失
う
。

東
郷
育
児
か
ら
の
聞
き
醤
き
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
『
色
ざ
ん
げ
』
は
宇
野
千
代
の
作
品
の
中
で
一
番
よ
く
売
れ
た
作
品
と
す
れ
ば
、

そ
の
後
書
か
れ
た
昭
和
の
古
典
と
も
言
わ
れ
る
『
お
は
ん
』
は
宇
野
千
代
に
よ
っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
た
も
う
一
つ
の
『
色
ざ
ん
げ
』

で
あ
る
。
東
郷
育
児
と
の
生
活
な
く
し
て
は
書
か
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

宇
野
千
代
の
他
者
と
の
か
か
わ
り
は
常
に
相
補
的
で
あ
る
。
相
手
の
美
点
を
直
観
的
に
把
握
し
、
相
手
に
欠
け
る
も
の
を
自
分
の
中

四

Hosei University Repository



3９ 

「
私
は
き
も
の
が
好
き
で
あ
る
。
き
も
の
読
本
と
言
う
雑
誌
を
刊
行
す
る
ほ
ど
好
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
き
も
の
に
つ
い
て

の
、
昔
か
ら
の
約
束
、
き
ま
り
、
と
言
う
こ
と
に
は
、
全
く
関
心
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
習
慣
に
は
な
か
っ
た
よ
う
な
き
も
の
、

自
分
の
ほ
ん
と
う
に
好
き
な
き
も
の
、
そ
ん
な
も
の
を
作
ろ
う
と
思
っ
た
。
」
弓
続
・
幸
福
を
知
る
才
能
』
）

男
性
作
家
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
樋
口
一
葉
以
来
の
女
流
作
家
を
た
ど
っ
て
み
て
も
、
副
業
に
出
版
を
し
、
そ
の
上
、
き
も
の
の
デ

ザ
イ
ソ
を
手
が
け
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
産
染
出
そ
う
と
し
た
作
家
は
い
な
い
。
プ
ァ
ッ
ン
ョ
ソ
は
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ュ
ア
で
あ
っ
て
、
純

文
学
作
家
が
食
べ
る
た
め
に
通
俗
小
説
を
書
い
た
例
は
あ
っ
て
も
、
カ
ル
チ
ュ
ア
と
サ
ブ
・
カ
ル
チ
ュ
ア
の
間
を
さ
り
げ
な
く
相
わ
た

っ
て
創
っ
た
人
は
い
な
い
。
宇
野
千
代
の
人
生
に
処
す
る
パ
ラ
ソ
ス
感
覚
の
よ
さ
は
、
こ
う
し
た
形
と
な
っ
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

創
造
的
生
活
に
と
っ
て
、
デ
ザ
イ
ソ
は
不
可
欠
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
デ
ザ
イ
ソ
と
は
、
感
覚
の
豊
か
さ
に
よ
っ
て
生
活
を
は
か
る
こ
と

だ
か
ら
で
あ
る
。
な
か
で
も
き
も
の
は
日
本
の
民
族
服
で
あ
る
だ
け
に
様
式
的
な
衣
服
で
あ
る
。
こ
れ
を
宇
野
千
代
は
、
日
常
的
に
好

き
に
装
う
こ
と
を
テ
コ
に
、
た
ん
に
古
風
な
女
に
な
る
こ
と
で
ナ
ル
チ
シ
ズ
ム
に
陶
酔
す
る
着
方
か
ら
脱
皮
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
内
面

が
大
事
な
の
で
あ
っ
て
外
形
を
装
う
こ
と
な
ど
意
味
が
な
い
と
は
、
宇
野
千
代
は
け
っ
し
て
思
っ
て
い
な
い
。
装
う
こ
と
こ
そ
、
生
活

の
楽
し
み
で
あ
り
、
〃
自
分
と
い
う
個
性
を
造
型
す
る
創
造
的
エ
ソ
タ
テ
イ
メ
ソ
卜
〃
だ
と
考
え
る
。
内
な
る
タ
ブ
ー
か
ら
解
放
さ
れ

た
人
間
だ
け
が
、
自
由
に
装
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
興
味
を
持
つ
点
で

は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
他
者
の
感
覚
に
よ
っ
て
結
果
的
に
は
着
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
宇
野
千
代
の
生
活
感
覚
は
、
人
間
に

タ
ブ
ー
が
必
要
な
こ
と
も
充
分
承
知
の
上
で
、
た
ん
な
る
タ
ブ
ー
に
は
縛
ら
れ
る
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
。
〃
き
も
の
に
つ
い
て
の
昔

か
ら
の
約
束
、
き
ま
り
に
つ
い
て
は
全
く
関
心
が
な
か
っ
た
〃
と
言
う
宇
野
千
代
は
、
桜
の
花
の
紋
様
を
秋
に
も
着
る
こ
と
を
た
め
ら

に
作
り
出
し
て
補
う
。
常
に
相
補
的
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
も
の
に
対
し
て
も
受
け
て
立
つ
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
宇
野

千
代
は
つ
ね
に
受
け
て
立
つ
名
人
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
出
合
い
の
達
人
で
も
あ
っ
た
。

た
。 さ
て
、
宇
野
千
代
が
き
も
の
の
デ
ザ
イ
ソ
を
始
め
た
の
は
戦
後
間
も
な
く
の
こ
と
で
、
東
郷
育
児
と
別
れ
て
十
五
年
も
経
っ
て
い

五

Hosei University Repository



4０ 

わ
な
い
。
桜
の
花
の
紋
様
が
ほ
ん
と
う
に
好
き
だ
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
。
き
も
の
の
紋
様
で
季
節
感
を
表
現
す
る
こ
と
は
我
斉
の
伝

統
的
感
受
性
で
あ
る
が
、
伝
統
的
感
受
性
が
我
（
私
）
の
好
糸
を
制
御
す
る
時
、
宇
野
千
代
は
こ
れ
を
拒
否
す
る
。
こ
と
ば
に
よ
っ
て

表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
宇
野
千
代
は
、
桜
の
花
の
紋
様
の
き
も
の
を
秋
に
も
着
る
と
い
う
行
為
で
自
ら
の
思
想
を
表

現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
『
文
体
』
と
い
う
同
人
雑
誌
を
刊
行
す
る
ほ
ど
、
文
体
に
関
心
が
深
か
っ
た
宇
野
千
代
が
、
『
お
は

ん
』
と
い
う
作
品
に
よ
っ
て
示
し
た
思
想
と
も
矛
盾
し
な
い
。
『
お
は
ん
』
の
読
者
は
文
体
を
通
し
て
作
者
、
宇
野
千
代
の
感
覚
を
読

み
と
る
の
で
あ
っ
て
、
声
」
の
感
覚
こ
そ
宇
野
千
代
自
身
の
私
的
な
好
象
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
反
し
て
概
念
を
な
に
よ
り
尊

重
し
、
好
み
の
な
か
に
感
覚
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
認
識
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
う
い
う
人
た
ち
は
、
〃
た
か
が
好
糸
〃
と
い
う

言
い
方
で
感
覚
を
軽
視
す
る
。

生
活
と
芸
術
の
問
題
も
同
じ
で
あ
る
。
た
か
が
生
活
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
が
賛
美
さ
れ
る
。
芸
術
は

生
活
と
い
う
狼
雑
な
場
か
ら
生
命
の
糸
を
つ
む
ぐ
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
る
。
生
活
の
面
で
は
、
〃
飢
え
て
い
る
時
こ
そ
花
が
い
る
“
と
い

う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
が
。

宇
野
千
代
の
き
も
の
の
店
を
見
て
の
平
林
土
い
子
の
発
言
が
あ
る
。
こ
の
発
言
は
宇
野
千
代
に
と
っ
て
も
よ
ほ
ど
気
に
な
っ
た
ら
し

く
何
度
も
と
り
あ
げ
て
書
い
て
い
る
。

或
る
街
に
宇
野
千
代
が
き
も
の
の
店
を
出
し
た
時
、
平
林
た
い
子
が
通
り
か
か
っ
た
。
お
り
し
も
雨
だ
っ
た
。
「
宇
野
千
代
の
店
」

と
書
い
た
看
板
が
雨
に
濡
れ
、
風
に
ふ
か
れ
て
い
る
。
破
れ
た
看
板
を
見
た
平
林
た
い
子
は
、
第
三
者
に
、
「
私
は
宇
野
さ
ん
に
、
あ

ん
な
看
板
を
出
し
た
店
な
ぞ
、
や
っ
て
貰
い
た
く
な
い
。
文
学
者
と
し
て
、
何
と
い
う
惨
め
な
こ
と
か
。
ど
ん
な
も
の
で
も
好
い
。
屯

（
四
）

の
を
書
く
こ
と
で
生
活
を
立
て
て
貰
い
た
い
」
宇
野
千
代
は
エ
ッ
セ
イ
「
忘
れ
ら
れ
な
い
人
」
で
こ
の
発
言
を
思
い
出
し
て
書
く
。

「
破
れ
た
看
板
を
見
て
、
平
林
さ
ん
が
そ
う
言
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
あ
と
で
聞
い
た
。
人
は
真
実
の
言
葉
ほ
ど
、
聞
き
た
が
ら
な

い
。
私
は
平
林
さ
ん
の
そ
の
言
葉
を
、
聞
か
ぬ
振
り
を
し
た
。
自
分
に
は
所
謂
通
俗
物
が
書
け
な
い
。
そ
れ
を
書
く
代
わ
り
に
、
こ
ん

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
き
も
の
を
作
っ
て
い
る
の
だ
。
私
は
心
の
中
で
そ
う
思
っ
た
。
シ
』
れ
が
正
し
い
言
い
草
か
、
そ
う
で
な
い
か
は
、
い
ま
だ
に
分
か
ら

、
、

な
い
。
そ
し
て
私
は
、
い
ま
だ
に
平
林
さ
ん
の
忠
言
に
楯
を
つ
い
て
、
き
も
の
を
作
り
、
そ
れ
で
生
計
を
立
て
て
い
る
。
」
（
傍
点
筆
者
）
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4１ 
い
わ
ゆ
る

通
俗
物
と
一
一
一
一
口
わ
な
い
で
、
所
調
と
冠
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
宇
野
千
代
ら
し
い
が
、
所
謂
通
俗
物
が
書
け
な
い
か
ら
き
Ｊ
Ｄ
の
を
作
っ
て

い
る
と
い
う
の
も
事
情
を
正
確
に
は
説
明
し
て
い
な
い
。
平
林
た
い
子
の
忠
言
に
楯
を
つ
い
て
、
き
も
の
作
り
を
し
そ
れ
で
生
計
を
た

て
て
い
る
こ
と
に
〃
内
心
仙
泥
た
る
も
の
が
あ
る
〃
と
宇
野
千
代
の
気
持
を
読
象
と
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
こ
れ
が
正
し
い
言
い

草
か
、
そ
う
で
な
い
か
は
、
い
ま
だ
に
分
ら
な
い
」
と
書
く
宇
野
千
代
に
そ
う
で
な
い
気
持
も
感
じ
と
れ
る
。
出
版
事
業
に
失
敗
し

て
、
倒
産
し
、
「
こ
う
言
う
と
き
、
人
は
首
を
吊
る
の
だ
な
」
と
思
う
ほ
ど
の
窮
地
に
追
い
こ
ま
れ
た
宇
野
千
代
は
、
途
方
に
く
れ
た

末
、
平
林
た
い
子
の
家
を
訪
れ
る
。
平
林
仁
い
子
は
、
そ
う
い
う
宇
野
千
代
に
、
何
Ｊ
も
き
か
ず
だ
ま
っ
て
一
一
十
万
円
（
い
ま
で
い
う
と

五
百
万
）
の
金
を
貸
す
。
平
林
仁
い
子
と
宇
野
千
代
と
で
は
そ
の
文
学
観
が
か
な
り
違
う
こ
と
は
読
者
に
も
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
だ

か
ら
、
エ
ッ
セ
イ
「
忘
れ
ら
れ
な
い
人
」
の
冒
頭
は
「
平
林
さ
ん
に
対
す
る
私
の
感
情
は
、
文
学
者
の
ｊ
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と

ば
か
ら
始
っ
て
い
る
。
「
平
林
さ
ん
の
文
学
に
対
し
て
、
そ
れ
だ
か
ら
私
は
一
言
半
句
も
批
評
す
る
資
格
は
な
い
。
平
林
さ
ん
の
行
動

が
、
直
情
径
行
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
書
く
も
の
も
真
っ
直
ぐ
で
妥
協
の
な
い
こ
と
は
、
私
に
も
よ
く
わ
か
っ
た
。
」

も
し
、
人
間
の
思
想
を
表
す
の
に
完
壁
な
書
物
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
人
間
こ
そ
、
書
物
で
あ
ろ
う
。
宇
野
千
代
ほ
ど
の

卓
抜
し
た
読
み
手
に
か
か
れ
ば
、
平
林
た
い
子
の
中
に
平
林
文
学
の
裏
に
は
よ
象
と
れ
な
い
生
活
感
覚
も
よ
み
と
れ
る
。
宇
野
千
代
は

前
掲
の
エ
ッ
セ
イ
の
末
尾
で
、
あ
あ
し
た
発
一
一
一
一
口
を
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
貫
し
て
、
き
も
の
の
店
の
得
意
で
あ
っ
た
平
林
た
い
子

に
つ
い
て
、
「
宇
野
千
代
の
作
る
き
も
の
が
好
き
だ
と
思
っ
て
く
れ
て
い
た
の
か
、
そ
ん
な
に
好
き
で
も
な
い
が
、
あ
の
人
の
Ｊ
も
の
は

買
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
、
と
思
っ
て
く
れ
て
い
た
の
か
、
い
ま
は
分
ら
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
あ
の
直
情
径
行
で
一
貫
し
て
い
る
と
思

っ
て
い
た
平
林
さ
ん
が
直
情
の
な
か
に
も
、
あ
た
た
か
い
、
露
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て
い
た
、
一
つ
の
証
拠
で
あ
る
よ
う
に
思
う
」

知
識
人
が
注
点
に
陥
る
不
幸
と
も
気
づ
か
ぬ
不
幸
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
感
覚
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
表
現
す
べ
き

語
葉
が
少
く
な
け
れ
ば
、
も
ど
か
し
く
て
諦
め
て
し
ま
う
が
、
あ
り
あ
ま
る
こ
と
ば
を
蓄
え
て
お
れ
ば
、
感
覚
を
と
ら
え
得
た
よ
う
な

錯
覚
に
陥
る
。
こ
と
ば
に
よ
っ
て
捕
え
た
か
に
思
え
る
も
の
は
解
釈
で
し
か
な
い
。
と
じ
ら
れ
た
言
葉
に
よ
る
思
考
の
ワ
ク
を
暴
力
的

な
も
の
に
よ
っ
て
破
壊
し
た
と
し
て
も
、
こ
と
ば
で
感
覚
を
と
ら
え
る
行
為
は
、
｜
」
反
解
釈
』
（
ス
ー
ザ
ソ
・
ソ
ソ
タ
ク
）
と
呼
ぶ
し
か

と
結
ん
で
い
る
。
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宇
野
千
代
は
、
「
幸
福
の
感
覚
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
、
「
私
は
生
れ
て
初
め
て
、
食
べ
る
こ
と
の
心
配
な
く
、
書
く
こ
と
に
専

念
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
ス
タ
イ
ル
社
倒
産
の
経
験
が
プ
ラ
ス
と
な
っ
て
、
き
も
の
の
店
が
順
調
に
伸
び
経

営
主
と
し
て
月
給
が
と
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
。
す
で
に
六
十
歳
を
過
ぎ
て
い
た
。
「
も
の
を
書
く
と
は
ど
う
言
う
こ
と
か
、
初

め
て
我
に
返
っ
た
よ
う
な
気
持
に
な
っ
た
」
と
も
記
し
て
い
る
。
『
刺
す
』
を
は
じ
め
『
風
の
音
』
『
貞
潔
』
『
幸
福
』
『
桜
』
『
或
る
一

人
の
女
の
話
』
な
ど
は
こ
の
時
期
書
か
れ
た
。

さ
て
、
前
に
か
え
っ
て
、
平
林
仁
い
子
の
発
一
言
、
「
私
は
宇
野
さ
ん
に
、
あ
ん
な
店
な
ぞ
、
や
っ
て
貰
い
た
く
な
い
。
文
学
者
と
し

て
、
何
と
い
う
惨
め
な
こ
と
か
。
ど
ん
な
も
の
で
も
好
い
。
も
の
を
書
く
こ
と
で
生
活
を
立
て
て
貰
い
た
い
」
に
い
ま
少
し
こ
だ
わ
っ

て
染
た
い
。
あ
る
い
は
平
林
た
い
子
の
発
言
の
本
意
と
大
き
く
ず
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
、
も
の
を
書
い
て
生
活

を
た
て
る
こ
と
が
惨
め
で
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
ブ
ァ
ッ
シ
ョ
ソ
に
か
か
わ
る
仕
事
で
収
入
を
得
よ
う
と
す
る
こ
と
が
惨
め
だ
と
し
た

ら
、
こ
の
問
題
は
、
な
ぜ
、
今
、
宇
野
千
代
な
の
か
を
と
ら
え
る
上
で
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

宮
迫
千
鶴
は
、
不
当
に
縮
少
さ
れ
て
い
る
フ
ァ
ッ
ン
ョ
ソ
の
概
念
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
建
常
に
観
念
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ス
ト
に
よ
っ
て
不
当
に
蔑
視
さ
れ
て
来
た
。
あ
た
か
も
生
活
に
と
っ
て
悪
徳
に
柔

ら
だ
。 い
さ
さ
か
話
が
横
に
そ
れ
た
が
、
宇
野
千
代
の
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
が
表
現
行
為
で
あ
る
よ
う
な
方
法
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る

も
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
宇
野
千
代
は
〃
不
思
議
で
あ
る
“
と
か
、
〃
他
人
に
は
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
〃
と
書

か
な
い
で
は
お
れ
な
い
。
同
じ
道
を
志
す
人
に
不
本
意
な
解
釈
を
さ
れ
れ
ば
、
不
本
意
だ
と
感
じ
な
が
ら
も
そ
の
解
釈
に
支
配
さ
れ
る

こ
と
も
ま
た
あ
る
。
人
は
、
孤
立
無
援
に
存
在
し
て
い
る
と
同
時
に
関
係
の
網
目
の
結
び
目
と
し
て
他
人
を
支
え
支
え
ら
れ
て
い
る
か

な
い
。
そ
し
て
、
感
覚
そ
れ
自
体
は
、
こ
と
ば
の
網
目
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
。
宇
野
千
代
が
平
林
た
い
子
の
中
に
感
じ
と
っ
た
も
の

は
、
愛
と
か
友
情
と
か
の
概
念
に
入
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
と
ば
で
表
現
す
れ
ば
、
〃
あ
た
た
か
い
、
露
の
よ
う
な
も
の
〃
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

一ハ
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ち
た
余
計
者
、
あ
る
い
は
浪
費
の
象
徴
と
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
フ
ァ
ッ
ン
ョ
ソ
と
は
、
経
挑
浮
薄
な
流
行
現
象
で

あ
り
、
資
本
の
論
理
に
踊
ら
さ
れ
た
愚
行
、
精
神
性
と
無
縁
・
江
虚
飾
、
ア
ン
・
モ
ラ
ル
な
快
楽
主
義
へ
の
没
入
を
意
味
す
る
。
そ
し
て

上
え
さ

彼
ら
は
軽
挑
浮
薄
な
流
行
現
象
に
対
し
て
は
不
易
な
機
能
主
義
を
、
資
本
の
論
理
に
対
し
て
は
質
実
剛
健
を
、
虚
飾
に
対
し
て
は
精
神

）
⑩
）
 

主
義
を
快
楽
主
義
に
対
し
て
は
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
を
も
っ
て
自
ら
を
正
当
化
し
て
き
た
」
（
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
文
化
へ
の
視
角
」
）

「
フ
ア
ッ
シ
ョ
ソ
と
は
、
単
な
る
流
行
や
虚
飾
、
ア
ソ
・
雪
フ
ル
な
遊
戯
で
は
な
い
。
今
日
の
大
衆
社
会
に
お
け
る
共
時
感
覚
に
も

、
、

、
、

と
づ
い
た
生
活
表
現
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
も
の
へ
の
感
応
で
あ
る
。
そ
し
て
》
」
の
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
な
も
の
へ
の
感
応
》
」
そ
、

「
理
想
の
明
日
」
の
た
め
に
今
日
を
一
一
義
的
に
捉
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
い
ま
・
こ
こ
に
在
る
リ
ァ
リ
ー
プ
ィ
を
充
実
し
た
実
体
と
し
て

、
、

生
き
る
』
」
と
な
の
だ
・
そ
し
て
、
そ
の
も
の
と
は
屯
の
が
も
の
と
し
て
必
然
的
に
あ
っ
て
い
る
機
能
の
み
な
ら
ず
、
機
能
を
も
含
め
た

（
皿
）

独
自
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
す
な
わ
ち
一
プ
ザ
イ
ソ
感
覚
を
受
け
と
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
（
「
フ
ァ
ッ
ン
ョ
ソ
文
化
へ
の
視
角
」
）

こ
う
し
た
視
点
が
説
得
力
を
持
つ
の
は
、
今
日
の
よ
う
な
大
衆
社
会
の
到
来
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
そ
の
大
衆
社
会
の
中
に
あ
れ

ば
、
フ
ァ
ッ
ン
ョ
ソ
と
い
う
言
葉
の
内
実
は
、
フ
ァ
ッ
ン
ョ
ソ
産
業
の
意
味
す
る
商
品
戦
略
と
同
義
に
受
け
と
め
が
ち
で
あ
る
。
大
衆

を
構
成
す
る
個
人
が
、
〃
孤
立
無
援
の
生
活
者
〃
と
し
て
の
存
在
を
ひ
き
う
け
て
い
な
け
れ
ば
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
〃
デ
ザ
イ
ン
感
覚

を
媒
介
と
し
た
自
由
な
創
造
力
と
、
日
女
の
生
活
へ
の
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
愛
の
証
〃
に
な
ど
で
き
は
し
な
い
。
〃
孤
独
無
援
の
生
活
者
〃

と
し
て
の
存
在
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
生
き
て
い
た
宇
野
千
代
の
生
活
意
識
に
対
し
ま
だ
見
ぬ
大
衆
社
会
に
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね

て
、
こ
と
ば
に
よ
る
価
値
意
識
の
変
革
を
信
じ
て
い
た
平
林
た
い
子
と
の
間
に
は
、
感
覚
は
旧
態
依
然
と
し
た
ま
ま
、
観
念
だ
け
が
変

革
さ
せ
ら
れ
た
時
代
の
生
活
者
と
し
て
、
私
的
世
界
に
徹
す
る
か
、
時
代
の
観
念
に
こ
と
ば
で
抗
し
政
治
的
に
行
動
す
る
か
、
の
全
体

に
対
す
る
個
の
抵
抗
の
姿
勢
の
違
い
が
あ
っ
た
。
政
治
の
季
節
と
言
わ
れ
た
一
九
六
○
年
代
を
経
て
、
進
行
し
て
来
た
大
衆
社
会
現
象

の
中
で
は
、
観
念
の
変
化
よ
り
も
感
覚
の
変
化
の
ほ
う
が
先
行
す
る
。
人
は
自
ら
の
存
在
を
支
え
る
観
念
（
こ
と
ば
）
の
風
化
を
予
感

し
な
が
ら
、
内
部
的
な
好
糸
に
か
ろ
う
じ
て
依
拠
し
よ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
好
み
は
小
市
民
的
な
没
感
覚
〃
な
ん
と
な
く

好
き
〃
と
い
っ
た
程
度
に
と
ど
ま
る
の
が
正
直
な
と
こ
ろ
だ
。

宇
野
千
代
の
場
合
は
前
述
の
小
市
民
的
な
没
感
覚
に
対
し
て
感
覚
主
義
と
も
呼
べ
る
ほ
ど
に
感
覚
の
追
求
が
徹
底
し
て
お
こ
な
わ
れ
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“
た
。
東
郷
青
児
と
の
出
合
い
に
お
い
て
も
》
北
原
武
夫
と
の
結
婚
生
活
も
自
己
の
感
覚
に
も
と
ず
く
主
体
的
選
択
が
貫
ぬ
か
れ
た
。

「
あ
な
た
の
作
品
を
読
み
ま
し
た
。
谷
崎
潤
一
郎
と
ベ
ル
ザ
ッ
ク
を
合
せ
た
よ
う
な
、
素
晴
し
い
才
能
を
お
持
ち
だ
と
思
い
、
敬
服

い
た
し
ま
し
た
」
人
の
書
い
た
も
の
に
感
動
す
る
と
、
す
ぐ
相
手
に
伝
え
た
く
な
る
宇
野
千
代
は
北
原
武
夫
に
手
紙
を
書
く
。
私
の
方

が
積
極
的
に
近
づ
い
て
行
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
と
文
学
的
回
想
記
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
北
原
武
夫
は
都
新
聞
（
現
・
東
京
新

聞
）
の
記
者
時
代
に
．
ヘ
ル
グ
ソ
ソ
、
ア
ラ
ソ
、
ジ
イ
ド
ら
に
よ
っ
て
自
己
形
成
を
行
な
い
、
文
学
的
に
は
フ
ラ
ン
ス
心
理
小
説
に
傾
倒

し
た
人
で
あ
る
。
こ
の
北
原
と
出
合
う
ま
で
の
宇
野
千
代
は
自
分
の
な
み
は
づ
れ
た
好
奇
心
と
動
物
的
な
生
き
方
で
対
象
と
出
合
っ
て

い
た
。
生
き
る
ス
タ
イ
ル
を
学
ん
で
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
快
楽
に
ひ
た
っ
て
い
た
と
い
う
よ
り
放
蕩
無
頼
を
生
き
て
い
た

と
思
え
る
。
「
好
い
こ
と
が
あ
る
わ
。
あ
な
た
、
私
の
小
説
を
書
い
て
下
さ
ら
な
い
。
そ
れ
で
お
金
が
と
れ
る
よ
う
だ
っ
た
ら
、
社
を

や
め
る
の
ょ
。
」
と
北
原
武
夫
に
言
う
、
宇
野
千
代
の
悪
名
は
そ
の
頃
、
世
間
に
拡
っ
て
い
て
、
北
原
武
夫
は
社
の
上
司
か
ら
〃
あ
の

女
に
は
近
づ
か
な
い
方
が
好
い
よ
〃
と
喧
し
く
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
一
一
人
を
い
っ
そ
う
近
づ
け
る
こ
と

に
な
る
。
北
原
武
夫
に
出
合
っ
た
宇
野
千
代
は
〃
自
分
な
り
の
モ
ラ
ル
で
自
分
を
縛
る
〃
こ
と
を
学
ぶ
。
こ
の
こ
と
は
宇
野
千
代
に
と

っ
て
は
、
〃
文
学
に
あ
る
目
的
を
見
出
し
た
〃
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
宇
野
千
代
は
、
「
人
は
信
じ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
北
原

の
中
に
あ
る
、
或
る
頑
固
な
、
動
か
な
い
も
の
が
、
私
を
藩
つ
か
せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
が
私
自
身
の
中
に
あ
る
、
無
頼

な
も
の
の
考
え
方
を
許
さ
な
か
っ
た
の
も
、
こ
の
時
期
で
す
」
と
回
想
し
て
い
る
。

宇
野
千
代
が
傾
倒
し
た
北
原
武
夫
の
文
学
観
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
北
原
武
夫
自
身
の
表
現
を
要
約
す
れ
ば
、
自

分
は
今
ま
で
の
い
わ
ゆ
る
日
本
的
な
私
小
説
と
は
違
っ
た
、
私
の
考
え
て
い
る
私
小
説
を
書
き
た
い
と
い
う
望
糸
が
強
か
っ
た
。
そ
れ

は
フ
ラ
ソ
ス
の
心
理
小
説
の
系
列
に
属
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
時
自
分
が
願
望
し
た
小
説
の
形
式
は
、
「
仏
蘭
西
の
心
理
小
説
を
通

夕
Ｉ
化

じ
て
牢
固
と
し
た
伝
統
と
な
っ
て
い
る
あ
の
簡
潔
な
ス
タ
イ
ル
、
質
の
硬
い
、
明
澄
な
、
環
境
や
風
景
な
ど
の
外
部
の
描
写
に
は
眼
も

く
れ
ず
た
だ
ひ
た
す
ら
人
間
性
の
内
奥
に
の
み
眼
を
向
け
た
、
殆
ん
ど
数
字
の
よ
う
に
簡
潔
な
ス
タ
イ
ル
、
つ
ま
り
告
白
的
と
い
う
こ

と
が
、
そ
の
ま
ま
小
説
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
よ
う
な
あ
の
古
典
的
な
ス
タ
イ
ル
」
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
表
現
形
式
と
し
て
、
前
も
っ
て
一
つ
の
典
型
的
形
式
が
頭
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、
自
分
の
小
説
に
決
定
的
な
方
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向
を
与
え
て
し
ま
っ
た
・
自
分
の
小
説
の
ス
タ
イ
ル
を
い
き
な
り
古
典
的
な
ス
タ
イ
ル
に
持
っ
て
ゆ
こ
う
と
し
た
努
力
が
、
努
力
の
大

半
を
形
式
美
の
完
成
の
方
に
費
さ
せ
た
。
私
は
小
説
を
書
い
て
い
る
間
、
何
か
拘
束
さ
れ
た
、
肩
の
張
る
よ
う
な
息
苦
し
さ
を
絶
え
ず

感
じ
て
い
た
。
簡
潔
に
明
澄
に
と
ぱ
か
り
心
が
け
て
、
暖
味
な
言
い
方
で
な
け
れ
ば
、
言
い
現
せ
な
い
細
部
の
真
実
を
か
な
り
沢
山
消

（
艶
）

し
去
っ
て
い
な
い
か
を
、
允
鰐
え
ず
感
じ
て
い
た
。

す
ぐ
れ
た
批
評
家
で
あ
っ
た
北
原
武
夫
だ
け
に
自
作
に
つ
い
て
の
反
省
は
さ
す
が
に
す
る
ど
い
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
読
者
は
文
体

を
通
し
て
著
者
の
息
苦
し
さ
を
感
じ
る
ほ
か
は
な
い
。
文
体
を
通
し
感
覚
に
ふ
れ
合
う
こ
と
こ
そ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
読

む
こ
と
の
快
楽
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
残
念
な
が
ら
北
原
武
夫
の
作
品
『
妻
』
に
は
そ
れ
が
な
い
。

「
妻
』
は
連
作
の
一
部
で
、
『
妻
』
の
終
り
に
接
し
て
い
る
作
品
『
門
』
は
北
原
武
夫
が
宇
野
千
代
と
親
し
く
な
り
結
婚
す
る
ま
で

の
、
心
理
小
説
的
な
私
小
説
で
あ
る
。
互
い
に
色
恋
の
経
験
を
持
つ
中
年
の
男
女
が
、
相
手
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
自
尊
心
や

エ
ゴ
イ
ズ
ム
や
思
慮
分
別
な
ど
に
よ
っ
て
、
た
め
ら
い
、
後
退
し
、
反
省
す
る
も
の
の
、
ま
た
思
い
な
お
し
て
、
結
婚
に
こ
ぎ
つ
け
る

心
理
的
葛
藤
が
描
か
れ
て
い
る
。

作
品
の
中
で
北
原
武
夫
と
等
身
大
の
私
は
、
一
」
の
小
説
の
題
名
を
、
ジ
イ
ド
の
『
狭
き
門
』
を
真
似
て
つ
け
た
と
言
う
。
「
私
は
そ

の
小
説
の
中
で
こ
れ
ま
で
の
私
た
ち
の
生
活
の
こ
と
を
ｌ
珍
些
っ
と
し
た
自
分
の
気
持
に
鍵
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
Ｅ
い
つ

も
後
悔
を
招
い
て
い
た
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
の
後
悔
の
た
め
に
、
生
活
を
も
っ
と
別
の
も
の
に
導
い
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

か
え

う
心
を
却
っ
て
強
く
起
こ
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
う
す
る
こ
と
の
い
か
に
困
難
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
ど
を
書
い
て
み
た
い
と
思
っ

た
か
ら
だ
。
」
こ
う
し
た
困
難
さ
を
乗
り
こ
え
て
新
し
い
生
活
に
達
す
る
こ
と
が
、
小
説
『
門
』
の
題
名
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ま
り
北
原
武
夫
に
と
っ
て
、
結
婚
は
ア
ナ
ー
キ
ー
な
恋
愛
の
情
念
を
倫
理
的
な
入
れ
も
の
に
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ

し
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た
自
分
の
気
持
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
、
わ
が
ま
ま
な
気
持
を
押
え
が
た
い
と
解
釈
し
て
さ
し
つ
か
え

な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
『
門
』
と
い
う
作
品
を
俗
に
読
め
ば
、
そ
う
も
と
れ
な
い
こ
と
ば
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
よ
う
な
主
題
に
よ

っ
た
宇
野
千
代
の
作
品
『
刺
す
』
は
、
そ
う
い
う
読
者
の
俗
な
批
判
を
き
び
し
く
拒
む
の
は
な
ぜ
か
。

北
原
武
夫
の
文
学
観
に
共
鳴
し
、
北
原
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
心
理
小
説
に
開
眼
し
た
宇
野
千
代
の
作
品
は
、
「
女
性
特
有
の
し
な
や
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東
郷
育
児
の
表
現
は
自
分
で
作
り
出
し
た
様
式
に
は
ま
っ
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
ぬ
け
出
せ
な
か
っ
た
。
北
原
武
夫
も
、
す
ぐ
れ
た

批
評
家
に
と
ど
ま
っ
て
、
こ
と
ば
を
こ
と
ば
で
批
評
す
る
こ
と
で
回
転
扉
の
外
に
は
ぬ
け
出
せ
な
か
っ
た
。
感
覚
的
仁
も
の
を
と
ら
え

る
宇
野
千
代
は
、
対
象
が
様
式
に
は
ま
っ
た
り
、
観
念
的
に
な
っ
た
と
た
ん
そ
れ
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
。
感
覚
的
で
あ
る
が
故
に
自
然
に

傘
ハ
ラ
ソ
ス
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
。
ハ
ラ
ソ
ス
こ
そ
、
も
の
ご
と
の
総
合
的
把
握
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
宇
野
千
代
自
身

が
独
特
の
意
味
で
つ
か
っ
て
い
る
「
動
物
的
」
と
言
う
言
葉
は
、
「
感
覚
的
」
又
は
「
嗅
覚
的
」
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
言
う
な
れ

ば
、
主
知
主
義
か
ら
自
分
を
切
り
離
し
た
い
と
い
う
欲
求
か
ら
出
た
表
現
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

れ
る
の
は
そ
の
為
で
あ
る
。

か
さ
を
伴
っ
て
、
北
原
氏
よ
り
自
然
に
、
ラ
フ
ァ
イ
エ
ッ
ト
夫
人
以
来
の
伝
統
的
世
界
に
、
く
ぐ
り
入
っ
た
」
（
山
本
健
圭
巳
と
も
言

わ
れ
る
。
こ
う
し
た
両
者
の
違
い
は
は
た
し
て
何
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
。
端
的
に
言
え
ば
、
北
原
武
夫
は
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
生

き
、
宇
野
千
代
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
生
き
た
こ
と
に
帰
因
す
る
。

こ
と
ば
で
生
き
れ
ば
、
こ
と
ば
に
し
象
つ
い
た
感
受
性
が
、
意
図
に
反
し
て
作
者
の
足
を
す
く
う
。
フ
ラ
ソ
ス
の
手
本
に
従
っ
た

『
妻
』
と
い
う
一
見
．
〈
夕
く
さ
い
小
説
も
、
〃
日
本
的
、
杼
情
的
湿
潤
を
か
な
ら
ず
し
も
ふ
つ
き
っ
て
い
な
い
〃
（
山
本
健
吉
）
と
評
さ

注注注注注
８７６５４ 

注
１
宇
野
千
代
全
集
六
巻
月
報
２

注
２
『
紀
要
』
第
四
七
号
「
意
識
の
近
代
化
と
文
学
」
そ
の
二

注
３
コ
悪
の
華
』
一
面
」
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
の
固
有
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
十
九
世
紀
に
於
け
る
股
も
深
刻
な
る
人
間
の
燗
熱
の
一
列
と
し
て
ポ
ー

ド
レ
ー
ル
を
論
じ
て
い
る

小
松
伸
六
『
美
を
見
し
人
は
』
講
談
社

『
宝
島
』
八
○
年
二
月
号
「
す
ん
な
り
し
た
一
本
の
〃
い
い
子
ち
ゃ
ん
〃
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
」

宇
野
千
代
全
集
第
十
一
巻
「
中
里
恒
子
さ
ん
へ
の
手
紙
」

注
６
に
同
じ

注
５
に
同
じ
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注注注注注注注注注注注注注注
2２２１２０１９１８１７１６１５１４１３１２１１１０９ 

飯
島
耕
一
．
『
港
町
』
白
水
社

大
岡
昇
平
『
詩
と
小
説
の
間
』

宇
野
千
代
全
集
第
十
二
巻
「
私
の
文
学
的
回
想
記
」

注
ｕ
に
同
じ

注
ｕ
に
同
じ

三
浦
雅
士
『
メ
ラ
ソ
コ
リ
ー
の
水
脈
』
福
武
櫓
店

宇
野
千
代
『
統
・
幸
福
を
知
る
才
能
』
海
竜
社

宇
野
千
代
『
或
る
男
の
断
面
』
講
談
社

注
皿
に
同
じ

注
皿
に
同
じ

注
嘔
に
同
じ

宮
迫
千
鶴
『
イ
エ
ロ
ー
感
覚
』
冬
樹
社

注
汕
に
同
じ

北
原
武
夫
『
桜
ホ
テ
ル
・
ノ
ー
ト
』
一
九
三
九
年
九
Ｎ
’
一
九
四
○
年
四
月
『
新
潮
』
に
巡
救
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