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太宰治「千代女ｊ論

『
千
代
女
』
（
昭
和
十
六
年
）
は
、
十
九
歳
の
「
和
子
」
が
独
白
す
る
形

式
で
臂
か
れ
て
い
る
。
女
性
の
独
白
と
い
う
形
式
の
作
品
は
、
主
に
昭
和

一
Ⅱ
ｌ
一

十
四
年
～
十
七
年
に
集
中
し
て
お
り
、
創
作
集
『
女
性
』
（
昭
和
十
七
年
）

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
私
見
で
は
、
女
性
に
よ
る
独
白
の
形
式
の
作
品
群

は
、
作
品
間
に
お
い
て
、
モ
チ
ー
フ
や
表
現
上
、
関
連
性
が
あ
る
も
の
が

見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
女
子
学
生
の
一
日
を
描
い
た
『
女
生
徒
』
の

モ
チ
ー
フ
の
一
つ
を
抽
出
し
、
状
況
を
徹
底
的
に
追
求
し
た
も
の
が
『
待

つ
」
（
昭
和
十
九
年
）
と
言
え
る
。
ま
た
、
『
女
生
徒
』
と
、
直
接
的
な
意

味
で
続
編
的
な
内
容
を
持
つ
の
が
『
俗
天
使
』
（
昭
和
十
五
年
）
で
あ
る

（
朏
ワ
ニ

と
私
は
考
え
る
。
『
俗
天
使
』
は
、
作
家
の
「
私
」
が
、
作
ロ
叩
中
に
「
小

説
で
も
書
い
て
み
よ
う
」
と
し
て
、
女
性
の
一
人
称
独
白
の
形
式
で
作
品

が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
『
女
生
徒
』
の
素
材
と
な
っ
た
日
記
の

は
じ
め
に

太
宰
治
『
千
代
女
』
論
ｌ
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
た
少
女
の
一
一
一
一
口
説
Ｉ

と
の
根
岸
泰
子
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
私
は
、
加
え
て
述

べ
れ
ば
、
『
俗
天
使
」
は
、
そ
の
手
紙
部
分
に
見
ら
れ
る
、
有
明
の
不
安

定
さ
と
「
書
け
な
く
な
っ
た
」
少
女
と
い
う
意
味
に
お
い
て
『
女
生
徒
」

か
ら
「
千
代
女
』
に
つ
な
が
っ
て
い
く
作
品
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま

提
供
者
有
明
淑
の
手
紙
の
引
用
と
思
わ
れ
る
も
の
が
、
「
作
品
」
と
し
て

「
創
作
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
『
俗
天
使
』
の
手
紙
部
分
と
語
り
手
の
意

識
の
在
り
方
の
点
で
共
通
す
る
の
が
『
千
代
女
』
で
あ
る
。
先
行
研
究
に

お
い
て
、

後
の
「
千
代
女
」
が
「
書
け
な
く
な
っ
た
女
学
生
」
を
扱
っ
て
い
る

の
に
は
、
「
女
生
徒
」
の
発
表
が
有
明
家
の
人
々
に
与
え
た
影
響
も

関
係
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
「
女
生
徒
」
ｌ
可
憐
で
、
魅
力
が
あ
り
、
少
し
は
高
貴
で
も
あ
る
少
女
」

『
園
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
成
十
一
年
）

櫻
田
俊
子
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『
千
代
女
』
で
語
り
手
の
「
私
」
Ⅱ
「
和
子
」
が
語
る
内
容
は
、
小
学

校
の
時
、
綴
方
が
一
等
に
当
選
し
て
以
来
の
回
想
で
あ
る
。
女
学
校
を
卒

業
し
た
現
在
、
「
私
」
は
才
能
が
な
い
と
感
じ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
「
千

代
女
』
は
、
主
に
作
品
末
の
「
私
は
、
今
に
気
が
狂
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」

に
注
回
さ
れ
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

木
村
小
夜
氏
は
、

た
、
『
千
代
女
」
発
表
の
後
約
六
年
を
経
て
発
表
さ
れ
た
『
斜
陽
』
（
昭
和

二
十
二
年
）
は
、
語
り
手
の
名
前
が
「
か
ず
子
」
で
あ
る
点
で
『
千
代
女
」

と
関
連
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
『
斜
陽
」
は
、
大
人
に
な
っ
た
女
性
を

描
い
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
女
性
の
独
白
体
の
集
大
成
と
い
え
る
の

で
は
な
い
か
。

本
稿
は
、
「
書
け
な
く
な
っ
た
」
少
女
、
そ
し
て
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
た
少

女
の
言
説
と
い
う
観
点
か
ら
「
千
代
女
』
の
問
題
を
考
察
す
る
。

結
局
和
子
が
陥
っ
て
い
た
の
は
、
他
者
の
評
価
に
よ
っ
て
し
か
自
分

の
才
能
を
自
覚
出
来
な
い
不
幸
、
そ
れ
ゆ
え
に
不
当
な
評
価
を
受
け

た
た
め
に
才
能
に
自
信
が
も
て
な
く
な
っ
た
、
し
か
し
だ
か
ら
と

言
っ
て
、
自
分
の
才
能
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
状
態
に
は
も
は
や

戻
れ
な
い
、
と
い
う
不
幸
で
あ
っ
た
。

（
「
太
宰
治
「
千
代
女
」
論
ｌ
回
想
の
あ
り
か
た
を
中
心
に
ｌ
」

『
奈
良
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
研
究
科
年
報
６
』
’
九
九
一
年
）

『
千
代
女
』
の
問
題
点
ｌ
先
行
研
究
を
視
座
と
し
て

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
柴
田
順
一
氏
は
、

と
し
て
、

と
述
べ
、
千
田
洋
幸
氏
は
、

滑
稽
な
語
り
の
文
体
を
背
景
に
い
わ
ば
「
自
虐
」
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム

が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
略
）
作
家
太
宰
治
に
と
っ
て
女
性
独

白
体
の
作
品
を
書
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
女
性
の
（
と
太
宰
が
考
え
る
）

こ
と
ば
で
書
く
こ
と
な
い
し
は
そ
れ
を
ま
ね
て
（
と
太
宰
が
考
え

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
一
見
「
男
性
」
的
な
言
語
を
脱
構
築
す
る
か
の

よ
う
な
「
女
語
り
」
と
い
う
方
法
そ
れ
自
体
が
、
じ
っ
は
男
性
中
心

的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
逆
説
を
、

読
者
の
前
に
つ
き
つ
け
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

綴
方
に
対
す
る
距
離
の
如
何
に
よ
っ
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
形
成
し
て
い
る
「
私
」
は
、
彼
ら
が
発
語
す
る
言
葉
の
網
の
目
か

ら
逃
れ
で
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
意
識
化
す
る

こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
「
千
代
女
」
は
、
ひ
と
り
の
女

性
を
「
教
育
」
す
る
複
数
の
男
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら

Ⅱ
「
父
」
た
ち
の
言
葉
が
、
彼
女
の
言
葉
を
領
有
し
つ
く
し
て
い
く

プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
物
語
な
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
「
『
千
代
女
』
の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
自
壊
す
る
女
語
り
」

『
国
文
学
』
平
成
十
一
年
）
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太宰治『千代女ｊ論

と
述
べ
て
い
る
。

木
村
氏
の
指
摘
同
様
、
語
り
手
「
和
子
」
の
状
態
は
、
「
分
裂
」
と
「
矛

盾
」
を
孕
ん
で
い
る
と
私
は
捉
え
る
。
そ
の
状
態
は
、
「
和
子
」
自
ら
「
気

が
狂
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
狂
気
」
に
近
い

ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と
私
も
考
え
る
。
し
か
し
、
私
は
、
「
分
裂
」
と
「
矛

盾
」
を
「
不
幸
」
と
解
釈
す
る
よ
り
、
混
乱
し
て
い
る
状
態
そ
の
も
の
に

着
目
し
た
い
。
す
な
わ
ち
自
己
が
他
者
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
、
自
己
を
意

識
し
た
結
果
、
振
る
舞
い
が
作
為
的
に
な
り
、
「
自
分
を
駄
目
だ
と
恩
」

う
点
に
問
題
が
あ
る
と
考
え
る
。
「
和
子
」
は
、
自
己
の
、
本
来
持
っ
て

い
た
自
然
な
在
り
様
（
他
者
に
意
味
づ
け
さ
れ
る
以
前
の
自
己
）
を
望
み

な
が
ら
（
意
識
し
な
か
っ
た
自
然
の
状
態
で
在
り
た
い
と
望
み
な
が
ら
）

も
、
他
者
の
望
む
よ
う
な
自
己
で
在
ろ
う
と
す
る
（
他
者
か
ら
評
価
さ
れ

て
）
書
く
こ
と
に
は
、
い
わ
ば
観
念
的
な
性
転
換
と
い
う
べ
き
も
の

に
と
も
な
う
あ
る
種
の
快
楽
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
快
楽
と
は
た
ぶ
ん
に
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
も
の

を
含
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
（
略
）
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
確

認
し
て
お
け
ば
、
そ
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
は
い
わ
ば
太
宰
だ
け
の
も

の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
読
者
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
さ
ら
に
蛇
足
を
重
ね
れ
ば
、
男
性
の
読
者
で
も
女
性
の
読

者
で
も
あ
る
。
女
性
で
あ
ろ
う
が
男
性
で
あ
ろ
う
が
わ
れ
わ
れ
読
者

は
、
そ
こ
で
観
念
的
な
性
転
換
と
い
う
で
き
ご
と
に
出
会
う
か
ら
で

あ
る
。

（
「
千
代
女
」
か
ら
女
性
独
白
体
へ
、
そ
し
て
太
宰
治
へ
」

『
太
宰
治
研
究
７
』
平
成
十
二
年
和
泉
書
院
）

た
自
己
を
保
持
し
よ
う
）
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
千
田
氏
の
論
に
対
し
て
は
、
作
品
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
「
男

性
」
「
女
性
」
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
的
な
主
題
で
は
な
い
と
私
は
考
え

る
。
和
子
を
取
り
巻
く
存
在
を
「
男
」
と
捉
え
る
よ
り
は
む
し
ろ
大
人
、

他
者
と
捉
え
た
方
が
適
切
で
は
な
い
か
。
語
り
手
「
私
」
の
母
親
の
存
在

も
あ
る
こ
と
を
見
落
と
せ
な
い
。

柴
田
氏
の
「
自
虐
」
の
「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
」
や
「
観
念
的
性
な
転
換
」

に
「
出
会
う
」
点
に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
。
太
宰
作
品
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
一
人

称
独
白
体
（
女
性
に
よ
る
一
人
語
り
）
の
形
式
は
、
読
者
に
「
性
転
換
」

的
「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
」
を
与
え
る
の
が
意
図
で
は
な
い
と
考
え
る
。

「
和
子
」
の
言
説
は
、
他
者
に
よ
っ
て
自
己
確
立
を
無
理
矢
理
強
制
さ

せ
ら
れ
、
お
の
ず
と
他
者
が
望
む
「
私
」
を
演
じ
ざ
る
を
得
な
い
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
を
獲
得
す
る
前
に
、
他
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
模
倣
し
、
そ
れ
か
ら
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
生
き
ざ
る
を
得
な
い

困
惑
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
作
品
は
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
た
少
女
の
言
説

と
い
え
る
と
私
は
捉
え
て
い
る
。
次
の
章
で
、
作
品
を
詳
し
く
見
て
論
拠

を
示
す
。

『
千
代
女
』
の
タ
イ
ト
ル
は
、
作
品
中
の
、
語
り
手
「
私
」
Ⅱ
「
和
子
」

に
対
し
て
、
そ
の
母
親
が
述
べ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
由
来
し
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
、
「
む
か
し
加
賀
の
千
代
女
が
、
は
じ
め

て
お
師
匠
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
俳
句
を
教
わ
り
に
行
っ
た
時
、
ま
ず
、
ほ
と

二
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
た
少
女
の
一
一
一
一
自
説
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ど
き
す
と
い
う
題
で
作
っ
て
見
よ
と
言
わ
れ
、
早
速
さ
ま
ざ
ま
作
っ
て
お

師
匠
さ
ん
に
お
見
せ
し
た
の
だ
が
、
お
師
匠
さ
ん
は
、
こ
れ
で
よ
ろ
し
い

と
は
お
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
、
そ
れ
で
ね
、
千
代
女
は
一
晩
ね
む
ら
ず
に

考
え
て
、
ふ
と
気
が
附
い
た
ら
夜
が
明
け
て
い
た
の
で
、
何
心
な
く
、
ほ

と
と
ぎ
す
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
て
明
け
に
け
り
、
と
書
い
て
お
師
匠
さ
ん
に

お
見
せ
し
た
ら
、
千
代
女
で
か
し
た
！
と
は
じ
め
て
褒
め
ら
れ
た
」
と

い
う
も
の
だ
。
母
親
は
、
「
和
子
」
に
、
「
根
気
が
無
い
か
ら
い
け
ま
せ
ん
」

と
こ
の
話
を
持
ち
出
し
た
後
も
う
一
度
、
「
何
事
に
も
根
気
が
必
要
で
す
」

と
念
を
押
す
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
母
親
は
「
根
気
」
を
説
く

た
め
に
、
こ
の
話
を
持
ち
出
し
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
「
根
気
」
と
い
う
側
面
の
他
に
「
感
じ
た
こ
と
を
そ
の
ま

ま
書
く
」
と
い
う
意
味
に
も
解
釈
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。

『
千
代
女
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
付
け
方
は
、
『
女
生
徒
』
と
同
様
の
手

法
で
あ
る
。
作
品
内
は
あ
く
ま
で
も
独
白
の
形
で
完
結
し
な
が
ら
、
タ
イ

ト
ル
は
、
客
観
的
に
第
三
者
か
ら
見
た
も
の
で
語
り
手
を
パ
ッ
ヶ
ー
ジ
ン

グ
（
ラ
ベ
ル
貼
り
）
し
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
誰
も
知
ら
な
い
一
少
女

の
つ
ぶ
や
き
『
女
生
徒
」
の
場
合
は
、
一
日
が
現
在
形
で
描
か
れ
、
『
千

代
女
」
の
場
合
は
、
現
在
か
ら
過
去
を
振
り
返
り
、
内
省
、
回
想
と
い
う

形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
作
中
で
語
る
「
私
」
を
客
観
的
に
見
た
タ
イ
ト

ル
と
い
え
よ
う
。

語
り
手
「
和
子
」
は
、
自
己
確
定
の
混
乱
に
あ
る
。
他
者
か
ら
お
し
つ

け
ら
れ
た
評
価
「
和
子
は
結
局
は
、
小
説
家
に
な
る
よ
り
他
に
仕
様
の
な

い
女
な
の
だ
、
こ
ん
な
に
、
へ
ん
に
頭
の
い
い
子
は
、
と
て
も
、
ふ
つ
う

の
お
嫁
さ
ん
に
は
な
れ
な
い
、
す
べ
て
を
あ
き
ら
め
て
、
芸
術
の
道
に
精

進
す
る
よ
り
他
は
無
い
ん
だ
」
等
と
い
う
、
「
叔
父
さ
ん
の
悪
魔
の
よ
う

な
予
言
」
を
、
「
死
ぬ
ほ
ど
強
く
憎
ん
で
い
な
が
ら
、
或
い
は
そ
う
か
も

知
れ
ぬ
と
心
の
隅
で
、
こ
っ
そ
り
肯
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で

す
。
」
と
、
揺
れ
る
心
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
最
後
は
自
分
の
こ
れ
ま
で

を
回
想
し
、
再
び
、
冒
頭
の
言
葉
を
繰
り
返
し
「
私
は
、
だ
め
な
女
で
す
。

き
っ
と
頭
が
悪
い
の
で
す
。
自
分
で
自
分
が
、
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
ま

し
た
。
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
冒
頭
「
女
は
、
や
っ
ぱ
り
、
駄
目
な
も

の
な
の
ね
。
」
に
対
応
し
て
お
り
、
読
者
は
、
現
在
語
り
手
の
「
和
子
」

が
立
た
さ
れ
て
い
る
地
点
へ
再
び
戻
ら
さ
れ
「
和
子
」
の
心
情
を
確
認
さ

せ
ら
れ
る
。

冒
頭
部
「
自
分
の
頭
に
錆
び
た
鍋
で
も
被
っ
て
い
る
よ
う
な
、
と
っ
て

も
重
く
る
し
い
、
や
り
切
れ
な
い
も
の
を
感
じ
て
居
り
ま
す
。
」
と
、
結

末
部
に
「
そ
れ
こ
そ
頭
に
錆
び
た
鍋
で
も
被
っ
て
い
る
よ
う
な
、
と
っ
て

も
や
り
切
れ
な
い
気
持
だ
け
で
す
。
」
と
繰
り
返
さ
れ
る
「
そ
れ
こ
そ
頭

に
錆
び
た
鍋
で
も
被
っ
て
い
る
よ
う
な
」
と
い
う
表
現
は
、
「
和
子
」
が

置
か
れ
て
い
る
状
況
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
「
頭
」
Ⅱ
観
念
、
「
錆
び
た
」

Ⅱ
古
い
、
「
鍋
」
Ⅱ
固
い
物
、
既
成
の
価
値
観
、
人
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ

た
も
の
、
日
常
的
な
物
の
象
徴
と
考
え
れ
ば
、
和
子
が
感
じ
て
い
る
「
と
っ

て
も
重
く
る
し
い
」
「
や
り
切
れ
な
さ
」
は
、
他
者
に
よ
っ
て
押
し
つ
け

ら
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
へ
の
疑
問
と
、
顕
在
化
さ
れ
な
い
反
発
で
あ

る
。ま
た
、
「
ど
う
し
た
ら
、
小
説
が
上
手
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
。
」
の
言
葉

に
注
目
し
て
み
る
と
、
「
和
子
」
が
綴
方
か
ら
小
説
の
書
き
手
と
し
て
自

身
を
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
本
来
、
綴
方
と
小
説
は
性
質
を
異
に

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
作
品
内
に
お
い
て
「
和
子
」
や

周
囲
は
、
同
一
化
し
混
同
し
て
い
る
。
母
親
が
持
ち
出
し
た
加
賀
の
千
代
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『
千
代
女
』
に
お
い
て
見
逃
せ
な
い
の
は
、
生
活
綴
方
運
動
に
関
す
る

言
及
で
あ
る
。
作
中
に
出
て
く
る
綴
方
に
関
連
す
る
事
項
は
、
呼
称
を
少

し
変
更
し
た
の
み
で
、
「
寺
田
ま
さ
子
」
↓
豊
田
正
子
、
「
青
い
鳥
」
↓
赤

い
鳥
、
「
金
沢
ふ
み
子
」
↓
野
沢
富
美
子
と
、
実
在
し
た
雑
誌
、
人
物
名

で
あ
る
。
作
品
発
表
時
に
は
、
作
品
を
読
ん
だ
ほ
と
ん
ど
の
人
が
想
起
で

き
た
で
あ
ろ
う
名
称
に
な
っ
て
い
る
。

時
代
的
な
背
景
を
鑑
み
る
と
、
昭
和
十
二
年
『
綴
方
教
室
』
が
発
行
さ

れ
、
昭
和
十
四
年
に
は
「
続
綴
方
教
室
』
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
生
活
綴

女
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
綴
り
方
Ⅱ
作
文
、
あ
り
の
ま
ま
を
描
く
自
然
主
義

的
な
観
点
、
小
説
Ⅱ
虚
構
、
の
二
項
対
立
と
も
解
釈
可
能
で
あ
る
。
二
項

対
立
と
述
べ
た
が
、
逆
を
返
せ
ば
、
綴
方
と
小
説
は
、
言
語
化
の
過
程
に

お
い
て
は
共
通
し
て
物
語
化
を
免
れ
得
な
い
。
物
語
ら
れ
る
時
点
で
既
に

語
り
手
に
よ
っ
て
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
い
ま
こ
そ

私
は
、
い
つ
か
叔
父
さ
ん
に
教
え
ら
れ
た
よ
う
に
私
の
見
た
事
、
感
じ
た

事
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
て
神
様
に
お
詫
び
し
た
い
と
も
思
う
の
で
す
が
、

私
に
は
、
そ
の
勇
気
が
あ
り
ま
せ
ん
。
い
い
え
、
才
能
が
無
い
の
で
す
。
」

と
述
べ
る
「
和
子
」
は
、
こ
の
綴
方
の
持
つ
小
説
的
な
側
面
、
物
語
、
虚

構
化
の
問
題
に
接
近
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
和

子
」
の
混
乱
は
至
極
正
当
な
真
塾
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は

の
ち
に
、
作
者
の
自
意
識
で
も
う
一
度
触
れ
る
と
し
、
作
品
に
影
響
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
当
時
の
生
活
綴
方
運
動
の
問
題
を
次
の
章
で
述
べ
た
い
。

三
「
和
子
」
と
豊
田
正
子
ｌ
「
千
代
女
』
と
生
活
綴

方
運
動

方
運
動
が
盛
ん
だ
っ
た
時
期
に
重
な
っ
て
い
る
。
「
寺
田
ま
さ
子
」
の
モ

デ
ル
と
想
起
で
き
る
豊
田
正
子
で
あ
る
が
、
そ
の
綴
方
『
つ
づ
り
方
』
に

は
、
綴
方
『
う
さ
ぎ
』
で
当
時
の
思
っ
た
事
を
書
い
た
ら
、
そ
の
「
う
さ

ぎ
』
に
対
す
る
批
評
を
受
け
た
り
、
雑
誌
に
載
っ
た
事
に
よ
り
、
モ
デ
ル

問
題
で
周
囲
に
責
め
ら
れ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
綴
方
が
「
赤
い
鳥
」

発
表
に
な
っ
て
か
ら
の
、
豊
田
自
身
の
困
惑
が
示
さ
れ
て
お
り
、
『
千
代

女
』
の
「
和
子
」
が
持
つ
問
題
「
十
二
の
時
に
、
柏
木
の
叔
父
さ
ん
が
、

私
の
綴
方
を
「
青
い
鳥
」
に
投
書
し
て
下
さ
っ
て
、
そ
れ
が
一
等
に
当
選

し
、
選
者
の
偉
い
先
生
が
、
恐
ろ
し
い
く
ら
い
に
褒
め
て
下
さ
っ
て
、
そ

れ
か
ら
私
は
、
駄
目
に
な
り
ま
し
た
。
あ
の
時
の
綴
方
は
、
恥
ず
か
し
い
。

あ
ん
な
の
が
、
本
当
に
、
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ど
こ
が
、
い
っ
た
い
、

よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
」
と
い
う
困
惑
や
、
「
和
子
」
の
綴
方
と
の
関
わ

り
は
、
豊
田
の
『
つ
づ
り
方
』
に
描
か
れ
る
豊
田
自
身
と
酷
似
し
て
い
る
。

『
つ
づ
り
方
』
に
は
、
綴
方
と
素
材
、
モ
デ
ル
の
問
題
に
対
す
る
豊
田
の

困
惑
が
描
か
れ
て
い
る
。

（
縦
３
）

ま
た
、
『
女
生
徒
』
の
素
材
と
な
っ
た
有
明
淑
の
日
記
も
そ
の
影
響
を

受
け
て
お
り
、
当
時
の
生
活
綴
方
運
動
が
児
童
雄
徒
に
与
え
た
影
響
の
程

を
う
か
が
い
知
る
事
が
出
来
る
。

太
宰
は
、
当
時
の
綴
方
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
品

内
か
ら
み
て
い
く
と
、
「
和
子
」
が
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
か
れ
た
の
は
、

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
「
青
い
鳥
」
に
綴
方
が
掲
載
さ
れ
て
周
囲
の
大
人

達
が
騒
ぎ
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
「
和
子
」
の
直
接
的
な
指
導
者
、
小
学

校
の
「
沢
田
先
生
」
は
、
の
ち
に
小
学
校
を
退
職
し
て
か
ら
は
、
和
子
の

「
綴
方
」
を
逆
に
利
用
し
た
形
で
押
し
か
け
て
家
庭
教
師
を
し
て
い
る
点

に
象
徴
的
な
様
に
、
俗
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
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と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
叙
述
か
ら
も
太
宰
の
綴
方
に
対
す
る
批
判
が
伺
え

る
で
あ
ろ
う
。

豊
田
正
子
の
「
綴
り
方
教
室
』
は
、
豊
田
の
作
文
と
そ
の
指
導
経
過
と

い
う
報
告
と
評
論
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
い
か
に
大
人
（
教
師
）
の
側
か

ら
引
き
出
し
て
い
っ
た
か
が
、
皮
肉
に
も
分
か
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
「
和
子
」
を
常
に
揺
る
が
す
「
叔
父
」
も
勝
手
に
「
和
子
」
を
評

価
し
、
小
説
家
に
な
る
よ
う
す
す
め
た
り
将
来
を
予
見
し
た
り
す
る
存
在

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
「
和
子
」
を
パ
ッ
ケ
ー
ジ
ン
グ
（
ラ

ベ
ル
貼
り
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
太
宰
は
当
時
の
一
連

の
生
活
綴
方
運
動
に
対
し
て
批
判
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。作
品
外
か
ら
太
宰
の
綴
方
に
関
す
る
叙
述
を
み
て
み
る
と
、
の
ち
に
、

太
宰
は
、い
っ
た
い
、
こ
の
作
品
（
志
賀
直
哉
『
暗
夜
行
路
」
を
指
す
引
用

者
註
）
の
何
処
に
暗
夜
が
あ
る
の
か
。
た
だ
、
自
己
肯
定
の
す
さ
ま

じ
さ
だ
け
で
あ
る
。

何
処
が
う
ま
い
の
だ
ろ
う
。
た
だ
自
惚
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い

か
。
風
邪
を
ひ
い
た
り
、
中
耳
炎
を
起
し
た
り
、
そ
れ
が
暗
夜
か
。

実
に
不
可
解
で
あ
っ
た
。
ま
る
で
こ
れ
は
、
れ
い
の
綴
方
教
室
、
少

年
文
学
で
は
無
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
い
つ
の
ま
に
や
ら
、
ひ
さ
し
を

借
り
て
、
母
屋
に
、
無
学
の
く
せ
に
て
れ
も
せ
ず
、
で
ん
と
お
さ
ま
っ

て
け
ろ
り
と
し
て
い
る
。

（
「
如
是
我
聞
」
昭
和
一
一
十
三
年
）

と
、
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
「
自
由
に
」
「
あ
り
の
ま
ま
」
書
い
た
綴
方

は
、
指
導
と
い
う
教
師
の
手
が
入
る
の
で
あ
る
。
結
果
、
「
自
由
に
」
「
あ

り
の
ま
ま
」
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
の
意
味
で
、
綴
方
は
、
教
師
に
代
表
さ
れ
る
大
人
達
に
よ
っ
て

書
き
手
自
身
が
見
た
現
実
、
現
実
を
表
現
し
た
綴
方
を
、
窓
意
的
に
語
ら

れ
直
さ
れ
る
、
極
端
に
言
え
ば
ね
じ
曲
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

豊
田
の
教
師
は
「
み
ん
な
だ
っ
て
書
く
こ
と
を
勉
強
す
れ
ば
、
い
ま
ま
で

よ
ん
で
あ
げ
た
よ
う
な
、
す
ぐ
れ
た
綴
方
が
書
け
る
よ
う
に
な
る
」
と
豊

田
達
に
言
っ
た
と
の
記
述
か
ら
は
、
「
す
ぐ
れ
た
綴
方
が
書
け
る
よ
う
に

な
る
」
こ
と
を
は
じ
め
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ

と
を
豊
田
は
、
無
意
識
に
感
じ
取
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

豊
田
は
、

（
雌
４
）

え
て
ｌ
」

人
は
よ
く
、
「
作
文
が
う
ま
い
」
だ
と
か
、
「
綴
方
が
上
手
だ
」
と
か

い
う
言
葉
を
つ
か
い
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
き
く
た
び
、
浮
つ
い
た
イ

ヤ
な
言
い
か
た
だ
と
思
い
ま
す
。
私
に
か
ぎ
ら
ず
、
生
き
た
、
よ
い

綴
方
を
書
く
子
供
は
、
み
ん
な
そ
う
思
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？

た
し
か
に
「
ひ
と
つ
自
分
で
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
を
、
な

ん
で
も
い
い
か
ら
、
自
由
に
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
て
ご
ら
ん
な
さ

い
」
と
言
い
わ
た
し
ま
し
た
。

後
に
、
「
綴
り
方
教
室
を
書
い
た
時
分
ｌ
ま
え
が
き
に
か

に
お
い
て
、
当
時
を
振
り
返
り
、
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こ
の
章
で
は
作
者
の
自
意
識
の
角
度
か
ら
作
品
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

『
千
代
女
』
は
、
「
私
に
は
何
も
書
け
ま
せ
ん
。
」
と
、
書
い
て
あ
り
な
が

ら
、
作
品
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
点
で
、
「
何
」
か
を
「
書
け
」
て
い

る
。
実
際
は
「
何
も
書
け
ま
せ
ん
」
と
い
う
事
を
書
い
た
小
説
、
書
け
な

い
事
を
書
く
事
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
『
俗
天
使
』
の
書
け
な
い
事
を
書

い
て
い
る
作
家
の
語
り
手
「
私
」
と
同
様
で
あ
る
。

『
俗
天
使
』
の
手
紙
部
分
の
「
私
」
は
、
ど
の
話
題
に
対
し
て
も
、
「
つ

ま
ら
な
い
？
」
「
だ
め
か
し
ら
？
」
と
聞
く
。
手
紙
の
「
私
」
は
、
『
女
生

徒
」
の
「
私
」
と
同
一
に
み
え
な
が
ら
、
も
う
『
女
生
徒
」
に
描
か
れ
る

よ
う
な
「
女
生
徒
」
で
は
な
い
。
そ
こ
に
表
出
す
る
の
は
、
相
手
の
反
応

を
伺
う
、
の
び
の
び
と
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
元
「
女
生
徒
」
の
姿
で

あ
る
。
い
つ
も
「
つ
ま
ら
な
い
？
」
と
最
後
に
聞
か
ず
に
は
お
れ
な
い
の

は
、
も
は
や
、
相
手
（
太
宰
）
の
反
応
を
見
て
、
逆
に
『
女
生
徒
』
に
描

か
れ
る
よ
う
な
「
女
生
徒
」
た
ら
ん
と
す
る
「
私
」
（
有
明
）
の
現
れ
な

の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
、
他
者
（
太
宰
）
の
眼
を
気
に
し
、
小
説
の

素
材
と
し
て
お
も
し
ろ
い
事
を
提
供
で
き
る
か
否
か
に
価
値
基
準
が
お
か

れ
た
「
私
」
が
表
出
し
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
当
時
の
生
活
綴
方
運
動
の
あ
る
種
の
胡

散
臭
さ
、
あ
る
種
の
欺
臘
を
、
太
宰
は
は
っ
き
り
と
読
み
と
っ
て
い
た
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
「
千
代
女
』
は
、
豊
田
が
後
に
回
想
す
る
こ
と
を
先

見
し
て
い
た
。

四
「
和
子
」
と
作
者
の
自
意
識
’
一
千
代
女
」
と
「
俗

天
使
』

さ
ら
に
、
「
私
」
（
引
用
さ
れ
た
手
紙
の
主
有
明
淑
と
考
え
ら
れ
る
）
自

身
が
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
様
子
が
記
述
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
見
受

け
ら
れ
る
。
「
や
っ
ぱ
り
、
つ
ま
ら
な
い
？
ど
う
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

お
じ
さ
ん
に
も
、
わ
る
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
よ
・
あ
た
し
、
と
き
ど
き
、

そ
う
思
っ
て
淋
し
く
な
り
ま
す
。
」
「
な
ん
だ
か
、
み
ん
な
自
信
が
無
く

な
っ
ち
ゃ
っ
た
。
」
「
私
は
、
こ
の
ご
ろ
、
と
て
も
気
取
っ
て
居
り
ま
す
。

お
じ
さ
ん
が
私
の
こ
と
を
、
上
手
に
書
い
て
下
さ
っ
て
、
私
は
、
日
本
全

国
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
す
も
の
ね
。
あ
た
し
は
、
寂
し
い
の
よ
・
笑
っ

て
は
、
い
や
。
ほ
ん
と
う
よ
・
私
は
、
だ
め
な
子
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
」

手
紙
の
「
私
」
（
有
明
）
は
、
自
分
の
日
記
を
素
に
太
宰
が
「
女
生
徒
』

を
完
成
さ
せ
た
こ
と
を
喜
ば
し
く
思
う
一
方
で
、
「
寂
し
い
」
と
い
う
。
『
女

生
徒
』
に
描
か
れ
る
「
女
生
徒
」
で
あ
り
続
け
よ
う
と
し
て
、
「
女
生
徒
」

に
踏
み
と
ど
ま
ろ
う
と
し
つ
つ
、
そ
の
「
女
生
徒
』
と
は
乖
離
し
て
い
く

自
分
を
感
じ
て
い
る
。
『
俗
天
使
」
に
は
、
つ
ま
り
、
も
う
小
説
の
題
材

と
な
る
よ
う
な
こ
と
を
提
供
出
来
な
い
書
け
な
く
な
っ
た
有
明
と
、
小
説

を
書
け
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
「
書
け
な
い
」
有
明
を
小
説
の
題
材
と
し

て
書
い
て
い
る
作
者
太
宰
と
の
入
れ
子
式
に
な
っ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

『
千
代
女
」
に
お
い
て
も
、
「
書
け
な
い
事
を
」
「
あ
り
の
ま
ま
に
書
け

た
」
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
「
和
子
」
は
小
説
を
書
け
た
の
で
あ
っ

て
、
書
く
事
に
対
す
る
自
意
識
の
問
題
と
虚
構
性
の
問
題
に
つ
い
て
、
創

作
と
現
実
の
間
の
作
者
の
自
意
識
の
問
題
が
こ
こ
で
は
呈
示
さ
れ
て
い
る
。

事
実
と
、
小
説
の
あ
い
だ
、
虚
構
の
度
合
い
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
述

べ
れ
ば
、
作
者
の
例
え
ば
執
筆
年
や
時
期
を
同
じ
く
し
て
書
か
れ
た
エ
ッ

セ
イ
に
も
顕
著
で
あ
る
。
作
家
の
困
惑
、
楽
屋
落
ち
的
な
創
作
の
裏
側
を

書
い
て
、
作
品
化
す
る
、
と
で
も
言
え
る
も
の
が
書
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
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い
く
つ
か
例
示
し
て
み
る
。

な
ん
の
随
筆
の
十
枚
も
書
け
な
い
わ
け
は
無
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の

作
家
は
、
も
う
、
き
ょ
う
で
三
日
も
沈
吟
を
つ
づ
け
、
書
い
て
は
し

ば
ら
く
し
て
破
り
、
ま
た
書
い
て
は
暫
く
し
て
破
り
、
日
本
は
、
今
、

紙
類
に
不
足
し
て
い
る
時
で
は
あ
る
し
、
こ
ん
な
に
破
っ
て
は
、
も
っ

た
い
な
い
と
自
分
で
も
、
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
、
つ
い
破
っ

て
し
ま
う
。
（
略
）
「
私
は
、
こ
う
い
う
随
筆
は
、
下
手
な
の
で
は
無

い
か
と
思
う
。
」
と
書
き
は
じ
め
て
、
そ
れ
か
ら
ま
た
少
し
書
き
す

す
め
て
い
っ
て
、
破
る
。
「
私
に
は
未
だ
随
筆
が
書
け
な
い
の
か
も

知
れ
な
い
。
」
と
書
い
て
、
ま
た
破
る
。
「
随
筆
に
は
虚
構
は
、
許
さ

れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
」
と
書
き
か
け
て
、
あ
わ
て
て
破
る
。

こ
の
新
聞
（
帝
大
新
聞
）
の
編
櫛
者
は
、
私
の
小
説
が
、
い
つ
も
失

敗
作
ば
か
り
で
伸
び
切
っ
て
い
な
い
の
を
聡
明
に
も
見
て
と
っ
た
の

に
違
い
な
い
。
そ
う
つ
し
て
、
こ
の
、
い
じ
け
た
、
流
行
し
な
い
悪

作
家
に
同
情
を
寄
せ
、
「
文
学
の
敵
、
と
言
っ
た
ら
大
袈
裟
だ
が
、

最
近
の
文
学
に
就
い
て
、
そ
れ
を
毒
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
、
ま
あ
、

そ
う
い
っ
た
よ
う
な
も
の
」
を
書
い
て
み
な
さ
い
と
言
っ
て
来
た
の

で
あ
る
。

ｓ
鯵
屈
禍
』
昭
和
十
五
年
）

正
直
言
う
と
、
私
は
、
こ
の
雑
誌
（
懸
賞
界
）
か
ら
原
稿
書
く
よ
う

言
い
つ
け
ら
れ
て
、
多
少
、
困
っ
た
の
で
あ
る
。

弓
困
惑
の
弁
」
昭
和
十
五
年
）

こ
の
よ
う
に
、
結
果
、
作
品
と
し
て
書
け
て
い
る
点
は
、
書
け
な
い
と

い
っ
て
そ
の
書
け
な
い
事
を
、
小
説
と
し
て
「
書
い
た
」
『
千
代
女
』
「
俗

天
使
』
と
同
じ
手
法
で
あ
る
。

女
性
に
よ
る
一
人
称
の
独
白
体
の
文
体
で
は
、
客
体
化
さ
れ
た
「
私
」

を
読
者
は
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
。
語
り
手
の
「
私
」
の
混
沌
、
あ
く

ま
で
も
自
己
の
解
釈
の
も
と
の
他
者
と
の
関
係
性
が
表
現
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
。

『
千
代
女
』
に
お
い
て
、
「
私
は
今
に
気
が
狂
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」

と
「
和
子
」
は
述
べ
る
。
本
当
に
狂
気
の
人
が
、
気
が
狂
う
か
も
し
れ
な

い
、
と
は
言
わ
な
い
。
逆
に
『
千
代
女
』
に
描
か
れ
て
い
る
事
は
、
人
が

一
般
に
経
験
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
自
体
は
特
殊
で
は
な
く
日
常

茶
飯
事
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
生
き
て
い
く
上
で
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、

行
動
し
た
こ
と
或
い
は
し
な
か
っ
た
事
を
、
後
悔
し
た
り
す
る
あ
る
種
の

拘
り
を
持
つ
事
は
、
一
般
的
な
事
で
あ
り
、
『
千
代
女
」
が
、
病
理
と
し

て
「
矛
盾
」
「
分
裂
」
を
描
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
私
は
考
え
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
む
し
ろ
問
題
点
は
、
作
者
が
そ
の
状
態
を
書
い
て

あ
る
こ
と
に
あ
り
、
作
品
の
主
題
は
、
他
者
の
評
価
に
左
右
さ
れ
、
自
己

確
立
に
揺
ら
ぐ
、
そ
の
揺
ら
い
で
い
る
状
況
を
切
り
取
っ
て
見
せ
る
こ
と

に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
作
品
の
背
後
に
見
え
る
の
は
鮮
や
か
な
物
語
の

作
り
手
、
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
し
て
の
作
者
太
宰
の
姿
で
あ
る
。

ま
た
、
物
語
の
中
に
物
語
が
い
く
つ
も
あ
る
点
も
暗
示
的
で
あ
る
。
語

り
手
の
「
私
」
が
作
品
中
の
「
春
日
町
」
や
「
眠
り
猫
」
の
書
き
手
、
物

語
作
者
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
を
書
い
て
あ
る
『
千
代
女
」
と
い
う

ｓ
作
家
の
像
」
昭
和
十
五
年
）
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太宰治「千代女ｊ論

ま
た
、
語
り
手
の
名
前
「
和
子
」
に
着
目
す
れ
ば
、
二
人
の
「
か
ず
こ
」

ｌ
『
千
代
女
』
と
『
斜
陽
』
の
関
連
が
考
え
ら
れ
得
る
。
『
千
代
女
』
か

ら
、
六
年
後
の
昭
和
二
十
二
年
、
『
斜
陽
』
に
、
再
び
読
者
の
前
に
登
場

し
た
「
和
子
」
Ⅱ
「
か
ず
子
」
は
、
敢
然
と
ひ
と
り
社
会
に
闘
い
を
挑
み
、

「
恋
と
革
命
」
の
た
め
に
と
い
っ
て
、
私
生
児
を
産
む
覚
悟
を
す
る
。
『
千

代
女
』
に
お
い
て
、
自
己
確
定
に
揺
ら
い
で
い
た
「
和
子
」
は
、
こ
こ
で

は
、
も
は
や
揺
ら
が
な
い
。
家
の
没
落
、
母
を
弟
を
亡
く
す
と
い
う
経
験

を
経
、
「
か
ず
子
」
は
、
決
然
と
一
人
生
き
て
行
か
ざ
る
を
得
な
い
。
い

わ
ば
、
外
的
に
と
こ
と
ん
追
い
つ
め
ら
れ
た
形
で
、
自
立
を
果
た
す
。
私

生
児
を
産
む
、
と
い
う
決
意
、
自
立
の
方
法
に
も
、
ま
た
作
者
の
女
性
観

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

『
斜
陽
』
の
「
か
ず
子
」
は
、
『
千
代
女
』
の
「
和
子
」
が
成
長
し
た
姿

だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
か
ず
」
が
平
仮
名
表
記
に
な
っ
た
分
、
「
和

子
」
が
持
っ
て
い
た
堅
き
ｌ
未
成
熟
の
自
我
Ｉ
に
柔
軟
性
が
加
わ
り
、

小
説
を
書
い
て
い
る
書
き
手
（
作
者
）
が
背
後
に
あ
る
。
そ
の
作
者
は
、

例
え
ば
『
俗
天
使
」
の
よ
う
に
は
、
書
き
手
が
「
私
」
と
し
て
登
場
す
る

と
い
う
よ
う
に
、
前
面
に
出
て
は
い
な
い
。
顕
在
化
は
し
て
い
な
い
が
、

こ
こ
に
も
書
き
手
太
宰
の
自
意
識
が
あ
る
。
「
千
代
女
」
の
、
「
も
う
、
来

年
は
十
九
で
す
」
の
年
齢
を
太
宰
の
年
齢
に
、
「
綴
方
」
を
「
小
説
」
と

捉
え
て
も
、
作
品
は
読
み
を
可
能
に
す
る
。
物
語
作
家
と
し
て
の
在
り
様

を
語
っ
て
い
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
主
題
を
支
え
る
強
度
を
作
品
は
持
っ

て
い
る
。

五
二
人
の
「
か
す
こ
」
ｌ
『
千
代
女
」
と
『
斜
陽
」

女
性
に
よ
る
一
人
称
独
白
体
の
作
品
群
の
中
で
『
千
代
女
」
は
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
二
点
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
確
立
に
揺
ら
ぐ
少
女
の
言
説
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て

『
女
生
徒
」
か
ら
「
俗
天
使
」
を
経
、
『
待
二
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る

こ
と
。
第
二
に
、
語
り
手
の
名
前
に
お
い
て
、
「
斜
陽
』
に
至
る
前
段
階

の
女
性
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

成
長
過
程
に
お
け
る
自
己
確
立
の
危
機
を
乗
り
切
っ
た
と
は
解
釈
出
来
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
和
子
」
は
「
か
ず
子
」
と
し
て
、
外
的
に
苛
酷
な
状
況

下
、
危
う
い
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
の

で
あ
る
。

加
え
て
述
べ
れ
ば
『
斜
陽
」
は
、
太
田
治
子
の
日
記
が
基
に
成
っ
て
い

る
。
成
立
事
情
を
鑑
み
れ
ば
非
常
に
「
女
生
徒
』
に
酷
似
し
て
い
る
と
い

え
る
。
有
明
の
日
記
同
様
、
太
田
治
子
の
日
記
を
今
度
は
、
作
者
太
宰
自

ら
が
求
め
、
素
材
を
得
て
書
か
れ
た
。
少
女
の
造
型
は
有
明
淑
の
日
記
か

ら
着
想
を
得
、
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
他
の
作
品
も
完
成
し
た
。

語
り
手
が
少
女
で
は
な
く
、
大
人
の
女
性
で
あ
る
作
品
は
、
『
き
り
ぎ
り

す
」
等
あ
る
が
、
一
女
性
を
描
く
小
説
「
斜
陽
」
を
決
定
的
に
し
た
の
は
、

他
者
の
言
葉
ｌ
太
田
治
子
の
日
記
ｌ
で
あ
る
．
、
記
を
物
語
に
変
え
る

と
い
う
過
程
に
よ
っ
て
太
宰
は
、
語
り
手
「
私
」
の
内
的
世
界
の
独
白
で

在
り
な
が
ら
、
語
ら
れ
た
以
上
、
外
的
な
他
者
を
意
識
し
た
物
語
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
あ
る
種
の
胡
散
臭
さ
を
顕
在
化
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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註 他
者
の
評
価
を
与
え
ら
れ
た
途
端
、
「
書
け
な
く
な
っ
た
」
少
女
、
他

者
の
評
価
に
よ
り
、
存
在
が
揺
ら
ぐ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ス
ポ
イ
ル
さ

れ
た
少
女
の
一
一
一
一
口
説
と
一
一
一
一
口
え
る
。
そ
し
て
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
た
少
女
の
言
説
は
、

書
け
な
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
作
者
の
言
説
、
太
宰
の
自
意
識
の
在
り
方

の
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
自
意
識
の
問
題
は
二
十
世
紀
の
小
説
の
問
題
で

も
あ
り
、
作
家
の
自
意
識
の
問
題
で
も
あ
る
。
そ
の
点
を
い
ち
早
く
太
宰

は
意
識
し
て
い
た
点
を
加
え
、
本
稿
の
結
び
と
す
る
。

註
４ 註

３

註
１
昭
和
十
七
年
六
月
、
博
文
館
発
行
。
収
録
作
ロ
ー

『
女
生
徒
」
『
葉
桜
と
魔
笛
」
『
き
り
ぎ
り
す
」

ぬ
」
「
皮
膚
と
心
」
『
恥
」
『
待
二
で
あ
る
。

註
２
拙
稿
「
太
宰
治
「
俗
天
使
」
論
」
「
日
本
文
唾

※
「
千
代
女
」
「
俗
天
使
』
の
本
文
は
、
『
太
宰
治
全
集
第
三
巻
」
『
太
宰
治

経
緯
は
津
島
美
知
子
室

八
雲
書
店
）
に
詳
し
い
。

『
綴
方
教
室
」
理
論
社

昭
和
十
七
年
六
月
、
博
文
館
発
行
。
収
録
作
品
は
、
『
十
二
月
八
日
』

『
女
生
徒
」
『
葉
桜
と
魔
笛
」
『
き
り
ぎ
り
す
」
『
燈
篭
』
『
誰
も
知
ら

「
資
料
集
第
一
輯
有
明
淑
の
日
記
」
青
森
県
近
代
文
学
館
協

会
平
成
十
二
年
に
拠
る
。
日
記
に
は
、
『
綴
り
方
教
室
」
に
関
す

る
言
及
が
散
見
さ
れ
る
。
日
記
初
日
に
は
、
「
こ
れ
を
う
ん
と
書
い

て
、
安
っ
ぽ
い
雑
誌
で
も
い
い
、
で
る
様
に
な
れ
ば
い
い
な
－
。
」

と
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
も
当
時
の
生
活
綴
方
運
動
の
影
響
が
あ
っ

た
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。
な
お
、
日
記
は
、
昭
和
十
一
一
一
四
月
三

十
日
か
ら
八
月
八
日
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
日
記
が
太
宰
に
渡
っ
た

経
緯
は
津
島
美
知
子
「
太
宰
治
全
集
」
付
録
４
（
昭
和
二
十
一
一
一
年

平
成
十
六
年

昭
和
四
十
一
年

「
日
本
文
學
誌
要
」
第
六
十
九
号

全
集
第
四
巻
」
二
九
九
八
年
筑
摩
書
房
）
に
拠
っ
た
。
太
宰
の

随
筆
の
引
用
は
、
『
太
宰
治
全
集
第
十
巻
」
二
九
九
八
年
筑
摩
書

房
）
に
拠
っ
た
。
な
お
、
漢
字
は
、
旧
字
体
か
ら
新
字
に
、
旧
仮
名

遣
い
は
新
仮
名
遣
い
に
適
宜
改
め
た
。

（
さ
く
ら
だ
と
し
こ
・
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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