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『マルスの歌」論

「
佳
人
』
（
昭
和
十
・
五
「
作
品
ご
を
発
表
し
て
か
ら
「
貧
窮
問
答
』

（
昭
和
十
・
八
「
作
品
』
）
、
「
葦
手
』
（
昭
和
十
・
八
～
十
「
作
品
』
）
、
「
秘

仏
』
（
昭
和
十
一
・
四
「
作
品
』
）
、
「
普
賢
』
（
昭
和
十
一
・
六
～
九
『
作

品
」
）
を
次
々
と
書
き
上
げ
て
き
た
作
家
は
、
「
山
桜
」
（
昭
和
十
一
・
一

『
文
芸
汎
論
」
）
や
「
履
霜
』
（
昭
和
十
二
・
十
『
文
芸
春
秋
』
）
に
至
っ
て

は
少
し
そ
の
趣
き
を
異
に
し
て
い
る
た
め
一
概
に
割
り
切
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
そ
こ
で
敢
え
て
大
ま
か
に
共
通
点
を
い
う
な
ら
ば
主
人
公
の

「
わ
た
し
」
は
小
説
を
書
く
作
家
で
あ
っ
た
り
、
翻
訳
を
し
た
り
し
て
い

る
が
い
つ
も
の
よ
う
に
な
か
な
か
進
捗
し
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
「
わ

た
し
」
を
取
り
巻
く
人
々
が
「
佳
人
」
で
標
傍
し
た
如
く
「
醜
悪
」
の
象

徴
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
は
そ
の
絶
望
か
ら
生
き
始
め
る
と
い
っ
た
方
法
で

あ
っ
た
。

序
マ
ル
ス
の
歌
」
論

「
冬
子
」
の
「
真
似
」
と
「
わ
た
し
」
の
「
思
想
」』
こ
れ
に
対
し
て
、
「
マ
ル
ス
の
歌
』
（
発
表
は
昭
和
十
三
年
一
月
『
文
学

界
』
で
あ
る
が
、
前
年
の
十
二
月
に
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

を
作
家
自
身
が
「
無
意
識
の
選
択
」
ｓ
文
学
的
立
場
」
昭
和
四
十
七
・
四

・
二
十
五
）
に
於
て
語
っ
て
い
る
）
は
何
も
書
け
な
い
で
い
る
「
わ
た
し
」

の
或
る
意
味
自
虐
的
イ
メ
ー
ジ
が
こ
こ
で
も
見
出
せ
る
が
、
特
に
日
中
戦

争
を
期
に
一
段
と
国
民
の
精
神
ま
で
強
要
し
て
く
る
政
府
の
弾
圧
と
、
ま

た
「
既
成
概
念
」
に
対
す
る
批
判
精
神
が
著
し
く
そ
の
度
を
強
め
て
い
く

と
い
う
相
違
を
見
る
。
換
言
す
れ
ば
前
者
は
「
初
期
作
品
群
」
に
見
え
る

「
絶
望
か
ら
再
生
へ
」
と
、
後
者
は
理
不
尽
に
依
る
国
家
統
制
に
対
す
る

抵
抗
の
色
合
い
を
染
め
上
げ
て
い
る
作
品
だ
と
い
え
る
。
と
は
い
え
、
こ

の
種
の
傾
向
は
「
前
・
初
期
作
品
群
」
（
立
石
伯
「
石
川
淳
論
」
平
成
二

・
三
）
の
「
長
助
の
災
難
』
（
大
正
十
二
・
九
「
現
代
文
学
』
）
に
そ
の
先

蹴
を
見
る
。
ま
た
そ
れ
以
降
に
於
て
は
評
論
の
『
政
治
的
無
関
心
」
（
昭

和
十
一
・
六
・
十
七
～
十
九
「
中
外
商
業
新
報
』
）
や
「
あ
け
ら
菅
江
』
（
昭

和
十
一
一
・
一
一
・
一
一
十
六
、
三
・
一
一
の
二
回
連
載
『
読
売
新
聞
』
）
、
そ
れ
か

李
忠
奎
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ら
『
魔
法
」
（
昭
和
十
二
・
八
・
十
二
「
読
売
新
聞
』
）
に
覗
見
で
き
る
。

短
篇
に
於
て
も
『
知
ら
れ
ざ
る
季
節
』
（
昭
和
十
一
・
十
二
『
作
品
」
）
と

『
履
霜
』
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
作
品
は
「
日
中
戦
争
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
書
い
た
も
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
窺
え
る
叛
骨
精
神
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
精
神
」
の
今
後

の
推
移
ｌ
戦
後
に
書
か
れ
た
作
品
ま
で
ｌ
を
辿
る
こ
と
も
よ
い
が
、
こ
こ

で
は
一
見
微
弱
に
見
え
る
冬
子
の
「
聾
」
、
「
唖
」
、
「
盲
」
、
「
肢
」
、
そ
れ

か
ら
「
自
殺
」
と
い
っ
た
よ
う
な
「
物
真
似
」
に
作
品
の
意
味
（
自
由
精

神
）
を
探
っ
て
み
る
の
が
趣
旨
で
あ
る
。
何
故
な
ら
実
は
冬
子
の
「
自
殺
」

の
真
似
が
現
実
の
「
死
」
と
な
っ
て
表
出
し
、
そ
こ
か
ら
物
語
は
動
き
始

め
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の
自
殺
の
根
源
に
内
包
さ
れ
て
い
る
も
の
が
「
わ

た
し
」
の
「
思
想
」
と
深
い
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
何
故
冬
子
の
「
物
真
似
」
が
始
ま
っ
た
の
か
と
い
う

こ
と
と
、
そ
の
背
景
や
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を

見
る
必
要
が
あ
る
。

「
マ
ル
ス
の
歌
』
が
書
か
れ
る
ま
で
の
時
代
背
景
を
順
を
追
っ
て
書
き

止
め
る
ま
で
も
な
く
、
日
中
全
面
戦
争
を
前
後
に
し
て
天
皇
制
フ
ァ
シ
ズ

ム
が
本
格
的
に
強
圧
を
強
め
、
「
沈
黙
と
餡
晦
が
最
高
の
芸
術
的
抵
抗
」

と
い
わ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。

こ
れ
よ
り
先
に
石
川
淳
は
大
正
十
二
年
九
月
の
大
杉
栄
事
件
に
つ
い
て

「
大
杉
な
ん
ぞ
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
だ
」
と
い
う
大
正
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
が

「
白
頭
吟
」
（
昭
和
三
十
二
・
四
～
十
『
中
央
公
論
』
）
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ

て
お
り
、
ま
た
昭
和
十
一
年
の
二
・
一
一
六
事
件
は
『
不
二
の
夢
』
（
昭
和

十
二
・
｜
「
文
芸
汎
論
』
）
に
触
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
マ
ル
ス
」
の
時
代
に
於
て
は
昭
和
八
、
九
年
を
前
後
に

し
た
文
芸
復
興
も
本
来
の
文
学
と
は
言
え
ず
、
昭
和
十
二
年
末
に
は
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
者
の
執
筆
ま
で
（
事
実
、
小
林
多
喜
二
の
死
（
昭
和
八
・

三
に
よ
っ
て
壊
滅
状
況
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
）
禁
止
さ
れ
、
も
は
や

文
学
は
息
を
潜
め
る
し
か
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
こ
の
緊
張
を
石
川
淳
は

如
何
に
作
品
化
し
て
い
た
の
か
を
垣
間
見
る
こ
と
が
肝
腎
で
あ
る
。
断
っ

て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
文
芸
復
興
の
そ
れ
と
は
異
質
の
意
味
に

於
て
、
そ
こ
に
作
者
の
文
学
に
於
け
る
精
神
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

『
マ
ル
ス
の
歌
」
が
前
述
し
た
よ
う
に
「
日
中
戦
争
」
、
い
わ
ゆ
る
「
北

支
事
変
」
と
「
上
海
事
変
」
の
詣
で
あ
る
「
支
那
事
変
」
（
戦
争
を
「
事

変
」
と
す
る
の
は
、
当
時
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
軍
需
物
資
の
中
断
を
恐
れ
て

の
カ
ラ
ク
リ
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
）
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
。
だ
か

ら
、
昭
和
十
二
年
ま
で
の
作
品
の
中
で
主
に
政
治
に
関
す
る
も
の
の
中
に

冬
子
に
於
け
る
「
物
真
似
」
の
原
因
た
る
も
の
を
導
き
出
し
た
い
。
「
前

・
初
期
作
品
群
」
に
も
政
治
や
権
力
に
対
す
る
批
判
精
神
を
垣
間
見
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
『
普
賢
」
以
後
の
作
品
に
限
定
す
る
。
何
故

な
ら
日
清
戦
争
以
降
さ
ら
に
拍
車
を
掛
け
て
い
く
「
マ
ル
ス
」
的
政
治
が

特
に
昭
和
十
年
代
に
入
っ
て
日
常
が
非
日
常
化
さ
れ
、
そ
の
狂
気
が
恰
も

正
気
で
あ
る
か
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
に
於
て
全
土
に
課
せ
ら

れ
た
厳
し
い
圧
力
や
強
制
に
対
し
て
、
石
川
淳
文
学
も
次
第
に
そ
れ
に
抗

し
て
強
ま
っ
て
い
く
精
神
作
用
が
そ
こ
に
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
政
治
的
無
関
心
』
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
『
普
賢
』
が
発
表

5４

Hosei University Repository



『マルスの歌』論

さ
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
が
、
三
回
に
わ
た
っ
て
の
連
載
は
こ
の
時

期
に
於
け
る
文
学
と
政
治
の
関
係
を
的
確
に
指
摘
し
、
批
判
し
た
も
の
だ

と
い
え
る
。

お
よ
そ
文
学
の
進
出
と
は
文
学
を
他
の
領
域
に
浸
潤
さ
せ
る
計
算
の

み
で
は
な
く
、
文
学
者
の
清
談
の
中
に
俳
譜
同
様
政
治
を
取
り
入
れ

得
る
や
う
な
状
態
に
文
化
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ

の
量
見
な
し
に
は
ど
ん
な
文
学
者
の
文
化
的
ら
し
い
行
動
も
文
学
の

た
め
の
努
力
と
は
な
り
得
な
い
で
あ
ら
う
。

こ
れ
は
当
時
の
文
学
者
た
ち
の
動
向
に
つ
い
て
の
批
判
で
あ
る
よ
う
に

も
見
受
け
ら
れ
る
。
小
春
日
和
の
よ
う
な
文
芸
復
興
に
対
す
る
違
和
感
と

と
も
に
、
政
府
か
ら
の
弾
圧
に
よ
っ
て
政
治
批
判
は
お
ろ
か
、
む
し
ろ
現

実
か
ら
眼
を
逸
ら
し
、
政
治
離
れ
の
文
学
が
目
立
っ
て
い
た
現
実
へ
の
批

判
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
い
わ
ゆ
る
昭
和
十
年
前
後
に
於
て
文
学
者
を
も

含
め
「
死
に
そ
こ
な
っ
た
知
識
人
共
が
ウ
ョ
ウ
ョ
し
て
い
た
」
こ
と
に
対

し
て
の
冷
笑
の
批
判
で
あ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
そ
の
後
幾
つ
か
の
評
論
の
よ
う
な
も
の
を
経
て
書
か
れ
た
の

（
マ
マ
）

が
『
知
ら
れ
ざ
る
季
節
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
わ
た
し
は
唖
聾
に
な
る

こ
と
に
決
心
」
す
る
。
こ
れ
は
何
も
言
わ
ず
何
も
聴
く
ま
い
と
い
う
覚
悟

に
於
て
そ
の
抵
抗
の
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
い
る
。
故
に
「
思
ふ
に
わ
た
し
が

帰
化
し
た
い
と
念
願
す
る
国
土
の
住
民
が
耳
口
の
ご
と
き
つ
ま
ら
ぬ
道
具

を
し
ゃ
あ
し
ゃ
あ
と
ぶ
ら
下
げ
て
ゐ
る
筈
は
な
か
ら
う
」
と
期
待
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
期
待
は
「
帰
化
し
た
い
と
念
願
す
る
国
」
の
事
柄
が
そ
う

で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
国
士
に
於
て
「
聾
唖
」

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
事
情
へ
の
逆
説
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
「
有
り
来

り
の
人
間
の
顔
が
い
か
に
厚
顔
無
恥
に
握
れ
固
め
ら
れ
て
ゐ
る
に
し
て
も
、

或
は
道
徳
堅
固
に
行
ひ
す
ま
し
て
ゐ
る
に
し
て
も
、
言
葉
を
禁
断
す
る
季

節
の
風
に
曝
さ
れ
て
は
も
う
顔
と
し
て
通
用
で
き
ぬ
ほ
ど
無
意
味
な
面
相

に
な
り
は
て
る
で
あ
ら
う
」
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
軍
国
主
義
政
府
か
ら

の
取
締
り
は
二
・
二
六
事
件
に
よ
っ
て
敷
か
れ
た
戒
厳
令
（
東
京
）
な
ど

か
ら
益
々
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
の
意

志
表
現
の
媒
体
全
体
に
於
て
検
閲
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の

耳
目
や
口
は
塞
が
れ
る
も
同
然
で
あ
っ
た
。
「
言
葉
を
禁
断
す
る
季
節
」

に
同
調
し
て
書
か
れ
た
言
葉
は
も
は
や
言
葉
と
し
て
の
意
味
は
全
く
機
能

し
な
く
な
っ
た
。
即
ち
「
聾
唖
」
の
時
代
へ
と
化
し
て
い
っ
た
が
故
に
「
言

葉
は
そ
れ
の
う
ち
に
木
魂
を
孕
ん
で
ゐ
れ
ば
こ
そ
言
葉
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
か
く
し
て
書
か
れ
る
で
あ
ら
う
言
葉
は
何
も
の
を
も
木
魂
し
な
い
は

ず
」
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
断
っ
て
お
き
た
い
が
、
「
聾
唖
」
は

差
別
語
と
し
て
で
は
な
く
、
軍
国
体
制
下
に
於
け
る
耳
目
の
無
力
さ
と
い

う
意
味
に
於
て
借
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
「
政
治
的
無
関
心
」
か
ら
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ

形
で
「
知
ら
れ
ざ
る
季
節
』
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
前
者
が
あ

る
意
味
客
観
的
立
場
と
し
て
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
後
者
は
石
川
淳

の
内
部
に
入
り
込
ん
で
肉
体
化
し
た
声
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
声
調
は
次

の
作
品
に
も
衰
え
て
い
な
い
。
「
不
二
の
夢
」
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
律
儀
な
生
活
を
貫
い
て
き
た
主
人
公
の
老
人
が
い
て
、
正
月

の
夢
に
「
鷹
」
と
「
茄
子
」
が
ひ
ょ
つ
く
り
現
わ
れ
た
が
、
肝
腎
な
「
不

二
」
は
な
か
っ
た
。
老
人
は
そ
れ
を
不
思
議
と
思
う
一
方
、
富
士
山
に
対

す
る
嫌
悪
も
抱
い
て
い
る
。
老
人
に
賦
与
さ
れ
た
認
識
は
作
者
の
意
図
に

依
る
「
遊
び
」
と
解
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
「
マ
ル
ス
」
の
季
節

に
於
て
は
富
士
山
は
日
本
の
象
徴
で
あ
る
と
と
も
に
天
皇
を
意
味
す
る
も
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の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
新
年
の
夢
と
し
て
富
士
山
は
老
人
に
と
っ
て
何
よ

り
も
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
肝
腎
な
富
士
山
は
現
わ
れ

な
い
。
代
り
に
「
鷹
」
と
「
茄
子
」
だ
け
の
夢
を
見
る
と
い
う
の
は
、
老

人
が
抱
き
始
め
た
嫌
悪
に
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
さ
ら
に
老
人
の
考
え

を
確
実
な
も
の
に
し
て
い
く
。
「
も
し
か
不
二
の
夢
を
み
た
と
し
た
ら
ば

と
思
ふ
と
、
急
に
ぎ
ょ
っ
と
し
て
ち
り
毛
立
っ
て
来
た
。
あ
あ
、
こ
の
上

に
不
二
の
夢
な
ど
見
て
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ら
う
、
ど
ん
な
こ
と
が

起
る
の
で
あ
ら
う
と
、
見
当
の
つ
か
ぬ
倶
れ
が
そ
の
年
の
間
体
内
に
根
を

蔓
ら
せ
、
老
人
は
だ
ん
だ
ん
不
機
嫌
に
な
り
」
（
傍
点
引
用
者
）
だ
し
て

し
ま
う
。

こ
の
富
士
山
に
つ
い
て
五
十
嵐
誠
毅
は
金
子
光
晴
と
石
川
淳
を
「
天
皇

制
支
配
国
家
の
イ
メ
ー
ジ
の
実
体
化
と
し
て
富
士
は
あ
り
」
、
金
子
「
光

晴
は
「
私
事
」
確
立
の
視
座
か
ら
冨
士
に
仮
託
さ
れ
た
「
マ
ル
ス
」
体
制

に
照
準
を
つ
け
、
淳
は
知
性
擁
護
の
塁
塁
か
ら
狙
撃
を
開
始
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
「
富
士
」
と
は
天
皇
制
的
フ
ァ
シ
ョ
体
制
の
「
見
立
て
」
と
し

て
そ
の
姿
を
さ
ら
し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
お
い
て
Ａ
わ
た
し
ｖ
の
精
神

姿
勢
は
劃
然
と
し
て
明
瞭
」
Ｓ
群
馬
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
昭
和
四
十
七

・
三
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
金
子
光
晴
の
私
事
的
」
こ
と
や
「
石

川
淳
の
知
的
反
戦
精
神
」
を
天
皇
制
の
象
徴
と
見
徹
さ
れ
る
富
士
山
に
対

置
し
て
い
る
こ
と
は
判
り
や
す
い
。
。

そ
れ
か
ら
、
川
村
湊
は
「
マ
ル
ス
」
と
富
士
山
と
天
皇
に
つ
い
て
下
記

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
マ
ル
ス
」
は
「
単
に
「
軍
国
主
義
」
と
い
っ

た
抽
象
的
な
も
の
を
暗
瞼
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
白
い
馬
に
ま
た

が
り
、
軍
剣
を
引
き
抜
き
、
”
赤
子
“
た
る
兵
卒
を
率
い
て
、
突
撃
を
呼

号
す
る
、
軍
神
に
し
て
大
元
帥
た
る
「
天
皇
」
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
を

寓
愉
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
し
た
上
で
、

そ
の
意
味
で
は
”
マ
ル
ス
の
歌
“
と
は
、
海
ゆ
か
ば
、
と
い
っ
た
万

葉
の
時
代
か
ら
、
日
本
人
の
心
の
底
に
流
れ
る
旋
律
だ
っ
た
の
で
あ

る
ｂ
「
マ
ル
ス
の
歌
」
の
中
で
、
日
本
的
象
徴
と
し
て
の
「
空
に
べ

っ
た
り
」
の
「
フ
ジ
」
に
対
す
る
嫌
悪
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
彼
に

と
っ
て
は
”
日
本
的
な
る
も
の
“
”
日
本
的
な
美
“
と
い
っ
た
も
の

の
い
か
が
わ
し
さ
こ
そ
、
徹
底
的
に
攻
撃
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
ユ
リ
イ
カ
』
（
昭
和
六
十
三
・
七
）

と
い
う
マ
ル
ス
の
歌
」
の
評
価
の
よ
う
に
富
士
山
の
イ
メ
ー
ジ
が
〃
日

本
的
な
る
も
の
“
と
し
て
「
天
皇
」
と
重
な
り
合
っ
て
象
徴
化
さ
れ
て
い

る
。ま
た
、
日
高
昭
二
は
「
太
宰
治
が
「
単
一
表
現
の
美
」
（
『
富
嶽
百
景
」
）

と
承
認
し
、
坂
口
安
吾
が
西
欧
流
登
山
術
と
の
関
係
に
お
い
て
「
日
本
の

山
の
観
念
や
感
情
」
の
変
貌
（
エ
ッ
セ
イ
「
日
本
の
山
と
文
学
」
豆
リ

イ
カ
」
昭
六
十
一
・
十
に
復
刻
）
を
説
い
た
富
士
山
が
、
「
わ
た
し
」
に

徹
底
し
て
嫌
悪
さ
れ
て
い
る
の
も
興
味
を
引
く
。
そ
こ
に
は
、
石
川
淳
の

戦
時
下
に
お
け
る
抵
抗
が
、
単
に
時
局
に
対
し
て
の
そ
れ
に
止
ま
ら
ず
、

自
然
へ
の
観
念
を
も
含
め
た
日
本
の
精
神
風
土
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
（
「
ユ
リ
イ
カ
」
昭
和
六
十
三
・

七
）
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
考
え
れ
ば
、
石
川
淳
は
天
皇
制
に
つ
い
て
戦
後

も
「
大
家
族
制
、
そ
の
上
に
天
皇
が
い
る
大
家
族
制
が
い
や
だ
と
い
う
こ

と
、
そ
れ
は
あ
り
ま
す
よ
」
、
「
そ
れ
は
、
家
庭
嫌
悪
症
と
天
皇
批
判
と
い

う
よ
う
な
こ
と
と
は
、
ど
こ
か
で
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
」
（
『
夷
齋
座
談
』

昭
和
五
十
二
・
十
中
央
公
論
社
Ｉ
「
遊
び
の
精
神
」
）
と
批
判
し
て
い

5６
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｢マルスの歌」論

フ（句。と
こ
ろ
で
”
日
本
的
な
る
も
の
“
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

藤
村
作
は
そ
れ
を
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
宗
教
的
敬
虐
さ
」
を
持
ち
、

さ
ら
に
そ
れ
が
「
美
の
永
遠
の
姿
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
来

た
も
の
の
代
表
的
な
の
が
芭
蕉
の
「
寂
ぴ
」
だ
と
い
い
、
そ
れ
が
、

近
代
に
至
る
と
、
一
般
的
に
は
、
こ
の
や
う
な
芸
術
的
境
地
を
最
高

の
．
最
後
の
境
地
と
し
て
評
価
す
る
傾
き
が
愈
々
助
成
さ
れ
る
理
由

が
強
め
ら
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
の
実
利
主
義
や

は
た

物
質
主
義
ｌ
曾
て
は
そ
の
青
年
期
に
、
偉
大
な
使
命
を
果
し
た
と

こ
ろ
の
Ｉ
や
、
芸
術
の
大
量
生
産
等
々
で
あ
る
．
わ
れ
わ
れ
の
時

代
の
文
化
へ
の
、
こ
の
や
う
な
愛
想
づ
か
し
・
不
信
任
・
拒
否
が
、

た
ま
た
ま
保
守
的
な
世
界
観
と
結
び
つ
い
た
と
き
、
其
処
に
如
上
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

中
世
的
な
る
美
を
最
高
に
し
て
唯
一
な
る
も
の
と
し
て
評
価
す
る
芸

術
観
が
成
立
す
る
。
さ
う
し
て
、
そ
の
や
う
な
美
の
性
格
が
、
往
々

世
に
「
日
本
的
な
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
て
居
る
。

『
日
本
文
学
原
論
』
昭
和
十
四
・
五
（
第
三
刷
、
初
版
十
一
一
・
一
）

と
、
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
成
立
ま
た
は
発
端
を
述
べ
て
い
る
。
こ

の
『
日
本
文
学
原
論
』
は
藤
村
作
の
名
前
で
出
版
さ
れ
た
が
、
実
は
著
者

は
近
藤
忠
義
で
あ
る
こ
と
が
小
田
切
秀
雄
に
よ
っ
て
判
明
す
る
。
近
藤
の

名
で
出
版
さ
れ
た
の
は
戦
後
の
河
出
書
房
版
が
初
め
て
で
あ
る
と
い
う
こ

と
と
、
こ
の
著
者
の
真
偽
の
こ
と
を
出
版
社
に
話
し
た
の
は
小
田
切
秀
雄

（
『
私
の
見
た
昭
和
の
思
想
と
文
学
の
五
十
年
』
昭
和
六
十
三
・
三
）
自
身

で
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
近
藤
は
芭
蕉
の
寂
び
や
幽
玄
に
「
日
本
的
な
る
も
の
」
を

見
出
し
、
そ
れ
が
「
た
ま
た
ま
保
守
的
な
世
界
観
と
結
び
つ
い
た
と
き
、

其
処
に
如
上
の
中
世
的
な
る
美
を
最
高
に
し
て
唯
一
な
る
も
の
と
し
て
評

価
す
る
芸
術
観
が
成
立
す
る
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
し
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
石
川
淳
は
『
白
描
』
（
昭
和
十
四
・
三
～
九
（
七
月
休
載
）
「
長

篇
文
庫
』
）
に
芭
蕉
と
俳
譜
と
に
は
遠
州
的
な
も
の
が
細
々
と
流
れ
て
い

る
が
、
遠
州
に
は
芭
蕉
の
よ
う
な
「
不
健
康
な
観
念
」
の
「
幽
玄
」
は
な

く
、
一
体
の
よ
う
な
「
寂
」
も
存
在
し
な
い
と
し
た
上
で
、
こ
の
種
の
こ

と
を
花
笠
武
吉
に
言
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
ば
に
は
封
建
的
な
も
の
の
に
ほ
ひ
が
沁
み
て
ゐ
て
、
民
衆

の
精
神
に
と
っ
て
余
計
な
お
荷
物
だ
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
「
幽
玄
」

が
幅
を
取
っ
た
だ
け
余
計
に
、
遠
州
的
な
も
の
は
量
を
減
ら
さ
れ
、

力
を
弱
め
ら
れ
て
、
俳
譜
の
中
に
押
し
こ
ま
れ
た
の
で
す
。

い
わ
ゆ
る
遠
州
と
利
休
に
於
け
る
「
民
衆
の
精
神
」
、
「
民
衆
の
美
学
」

は
抹
殺
さ
れ
、
代
り
に
封
建
的
な
も
の
が
鎮
座
し
て
い
る
と
弾
劾
し
て
い

る
。
藤
村
作
が
「
芭
蕉
の
「
寂
ぴ
」
」
に
見
た
も
の
、
そ
れ
か
ら
花
笠
が

い
う
「
封
建
的
な
も
の
の
に
ほ
ひ
」
が
即
ち
「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
他

な
ら
な
い
。

だ
か
ら
、
論
を
戻
し
て
い
え
ば
、
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
美
意
識
が

「
空
に
べ
っ
た
り
」
と
し
た
「
フ
ジ
」
に
化
し
た
と
い
え
る
し
、
そ
れ
が

「
マ
ル
ス
」
の
季
節
に
於
て
既
成
秩
序
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
あ
け
ら
菅

江
』
に
見
る
よ
う
に
「
不
二
山
」
と
は
「
既
成
概
念
」
で
覆
わ
れ
、
「
歌

枕
化
」
さ
れ
た
自
然
の
意
味
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
故
に
川

村
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
日
本
的
な
る
も
の
」
に
対
す
る
い
か
が
わ

し
さ
か
ら
石
川
淳
の
そ
れ
に
対
す
る
嫌
悪
感
が
見
て
取
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
き
、
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た

直
後
の
『
魔
法
」
で
は
、
「
わ
た
し
が
「
実
在
」
と
書
い
て
出
す
」
と
「
「
実
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こ
の
全
く
不
条
理
な
力
に
よ
る
強
要
は
一
般
的
に
精
神
の
死
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
冬
子
が
自
ら
「
物
真
似
」
に
於
て
演
技
し
て
見

せ
た
ま
で
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
わ
た
し
」
の
生
活
と
の
相
違
で
は
あ
っ

て
も
、
「
わ
た
し
」
の
「
Ｎ
Ｏ
！
」
と
叫
ぶ
抵
抗
と
冬
子
の
演
じ
た
「
自

殺
」
は
異
質
の
も
の
で
は
な
く
、
同
等
の
意
味
で
解
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
冬
子
の
死
は
仮
想
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
決
し
て
死
ぬ
は
ず

ぢ
や
な
か
っ
た
。
当
人
も
死
ん
だ
と
は
恩
ひ
ま
す
ま
い
」
と
い
う
三
治
の

在
」
の
文
字
は
き
れ
い
に
消
え
て
ゐ
」
る
わ
け
で
あ
り
、
「
履
霜
』
に
於

て
は
「
近
代
都
市
の
精
神
は
常
に
反
逆
の
精
神
だ
か
ら
ね
。
市
民
が
直
接

弾
丸
に
於
て
思
想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
う
な
羽
目
に
身
を
置
い
て
み

る
こ
と
。
一
遍
は
身
に
沁
み
て
切
羽
つ
ま
っ
た
思
ひ
を
し
て
み
ろ
。
近
代

文
化
は
そ
れ
か
ら
だ
…
…
」
と
い
う
時
勢
批
判
が
、
「
Ｎ
Ｏ
！
」
と
叫
ぶ

写
ル
ス
の
歌
』
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
冬
子
の
「
物
真
似
」
は
非
日
常
の
こ
と
が
日
常
化
し
て
し

ま
っ
た
こ
と
に
根
源
的
原
因
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は

「
変
な
は
な
し
」
に
覗
見
で
き
る
よ
う
に
冬
子
の
死
は
ま
さ
に
死
の
う
と

思
っ
て
成
し
遂
げ
た
死
で
は
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
に
冬

子
の
「
物
真
似
」
の
所
以
た
る
も
の
が
存
在
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
昭
和

十
二
年
八
月
の
「
国
民
精
神
総
動
員
」
、
同
年
十
月
の
「
国
民
精
神
総
動

員
中
央
連
盟
結
成
」
の
如
き
も
の
が
冬
子
に
も
当
然
課
せ
ら
れ
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
故
に
冬
子
の
「
物
真
似
」
は
「
マ
ル
ス
」
の
季
節
に
於
て
起

こ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

■■■■■■■■

■■■■■■■■■■

言
葉
は
逆
説
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
死
」
を
演
じ
た
冬
子
の
精
神
に
つ
い
て
で
あ
る
。

ま
ず
、
冬
子
の
「
変
な
は
な
し
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
を
読
ん
で
い

た
冬
子
が
「
ね
え
、
『
聾
の
真
似
を
す
る
も
い
い
が
、
度
を
過
す
と
い
の

ち
に
か
か
は
る
』
っ
て
、
こ
れ
ど
う
い
ふ
こ
と
」
と
三
治
に
尋
ね
る
と
こ

ろ
か
ら
彼
女
の
真
似
事
、
い
わ
ゆ
る
「
変
な
は
な
し
」
が
始
ま
る
。
そ
こ

で
「
聾
」
の
真
似
が
始
ま
り
、
「
唖
」
と
「
盲
」
の
真
似
が
続
き
、
「
自
殺

の
真
似
」
ま
で
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
自
殺
の
真
似
に
過
ぎ

な
い
は
ず
だ
っ
た
の
が
結
局
は
死
に
於
て
終
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
つ
い

て
三
治
は
そ
の
原
因
は
自
分
自
身
に
あ
る
と
い
う
。
。
分
の
隙
も
な
く

生
活
が
何
か
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
ゐ
れ
ば
、
だ
れ
が
聾
の
真
似
な
ん
ぞ

す
る
も
ん
か
。
た
し
か
に
こ
の
家
の
ど
こ
か
に
見
え
な
い
隙
間
が
あ
っ
て
、

ぼ
く
が
そ
れ
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
に
気
が
つ
き
も
し
な
か
っ

た
ん
だ
。
あ
あ
、
か
は
い
さ
う
な
冬
子
…
…
ぼ
く
の
愛
が
た
り
な
か
っ
た

ん
で
す
」
と
自
分
の
愛
の
足
り
な
さ
を
嘆
い
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
彼
の
い
う
「
愛
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
夫
婦
に
於
け
る

情
愛
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
冬
子
の
一
連
の
行
動
は
以
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
彼
女
の
真
似
事
は
「
マ
ル
ス
の
歌
」
が
流
行
し
て
い
る
時
期
と

重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
三
治
の
「
愛
」
は
こ
の
流
行
し
て

い
る
「
マ
ル
ス
の
歌
」
と
深
く
関
係
し
て
く
る
こ
と
は
推
測
に
難
く
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
「
愛
」
と
は
そ
れ
に
対
し
て
の
何
ら
か
の
行

動
ま
た
は
意
思
表
示
の
謂
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
三
治
が

「
カ
メ
ラ
マ
ン
」
の
仕
事
を
止
め
た
と
い
う
「
愛
」
の
意
思
表
示
だ
け
で

は
冬
子
の
心
を
満
た
す
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で

５８
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い
え
ば
、
彼
の
「
愛
」
と
は
当
時
国
策
に
利
用
さ
れ
、
真
実
を
伝
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
「
カ
メ
ラ
マ
ン
」
の
仕
事
の
放
棄
で
あ
り
、
そ
の
「
愛
」

の
足
り
な
さ
と
は
仕
事
の
放
棄
だ
け
で
な
く
、
「
聾
」
の
ま
ま
で
は
精
神

の
死
と
直
決
さ
れ
る
こ
と
へ
の
自
覚
と
そ
れ
へ
の
抵
抗
あ
る
い
は
ポ
ー
ズ

を
と
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
時
局
に
対
し
て
冬
子

が
演
じ
て
く
れ
た
こ
と
は
ま
さ
に
そ
の
精
神
の
死
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

故
に
三
治
の
行
為
の
足
り
な
さ
が
い
わ
ゆ
る
彼
女
に
対
し
て
の
「
愛
が
た

り
な
か
っ
た
」
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
冬
子
の
死
は
帝
子
に
も
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
帯
子

は
こ
の
非
日
常
的
な
季
節
に
於
て
も
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
無
頓
着

の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
冬
子
の
死
を
前
に
し
て
そ
の
「
死
」
の
意

味
に
覚
醒
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帯
子
に
と
っ
て
は
「
今
み

た
い
に
、
遠
く
で
死
に
た
く
な
い
ひ
と
が
毎
日
た
く
さ
ん
死
ん
で
る
と
き

に
、
な
ん
と
な
く
自
分
勝
手
に
死
ん
ぢ
や
ふ
な
ん
て
…
…
決
し
て
、
冬
子

を
責
め
る
わ
け
ぢ
や
な
い
の
。
な
ぜ
冬
子
が
死
ん
だ
か
、
死
ん
だ
の
が
い

い
の
か
わ
る
い
の
か
、
そ
ん
な
こ
と
知
ら
な
い
」
事
柄
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
少
な
く
と
も
冬
子
の
死
に
よ
っ
て
そ
れ
が
個
人
の
意
志
に
よ
っ
て
行

わ
れ
た
「
死
」
で
は
な
く
、
強
要
さ
れ
た
死
、
言
い
換
え
れ
ば
「
遠
く
で

死
に
た
く
な
い
ひ
と
が
毎
日
た
く
さ
ん
死
ん
で
」
い
く
、
駆
り
出
さ
れ
た

兵
士
の
理
不
尽
の
死
と
同
一
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
冬
子
の
死
の
延
長
線
に
は
三
治
が
い
る
。
山
口

敏
夫
は
「
帯
子
と
三
治
は
八
男
は
前
線
で
戦
い
、
女
は
銃
後
を
守
り
男
を

励
ま
す
Ｖ
と
い
う
総
動
員
の
構
図
に
ぴ
っ
た
り
と
収
ま
る
こ
と
が
分
っ

た
」
（
「
日
本
文
学
』
平
成
十
・
六
後
単
行
本
「
石
川
淳
作
品
研
究
」
に

加
筆
出
版
）
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
解
釈
は
ま
っ
た
く
誤
認
で
は
あ
る

ま
い
か
。

山
口
は
帯
子
が
「
タ
ラ
シ
コ
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
し
、
「
オ
ビ
イ
」

と
自
称
し
な
が
ら
も
日
中
戦
争
下
に
〈
ば
ん
ざ
い
！
》
と
叫
ん
だ
こ
と
、

そ
れ
か
ら
三
治
は
あ
る
新
聞
社
の
元
カ
メ
ラ
マ
ン
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
「
写

す
側
の
立
場
を
放
棄
し
た
」
こ
と
と
伊
豆
で
の
帯
子
と
の
振
舞
い
か
ら
、

「
客
観
的
距
離
を
は
さ
ん
で
外
か
ら
時
局
を
捉
え
る
立
場
に
は
な
く
、
時

局
内
部
の
人
と
な
っ
た
」
と
見
る
見
方
は
全
く
同
じ
理
由
に
於
て
逆
で
あ

る
。
そ
れ
は
山
口
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
〈
タ
ラ
シ
コ
》
（
息
長
帯
比
売

Ⅱ
オ
キ
ナ
ガ
タ
ラ
シ
ヒ
メ
。
神
話
上
の
人
物
）
が
「
紙
幣
の
図
案
」
に
な
っ

て
「
敗
戦
ま
で
は
国
家
的
威
信
の
象
徴
と
し
て
流
通
」
し
て
い
た
が
、
帯

子
は
自
ら
自
分
の
名
前
を
「
オ
ビ
イ
」
と
読
ま
せ
、
「
タ
ラ
シ
コ
」
の
意

味
を
排
除
し
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
街
頭
に
向
っ
て
帯
子
が
《
ば
ん
ざ
い
１
〉

と
叫
ん
だ
の
は
た
だ
単
に
目
下
の
戦
争
に
対
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
述
べ
る
。
そ
れ
か
ら
、
三
治
に
つ
い
て
も
同
じ
こ

と
が
一
一
一
一
口
え
る
。
三
治
が
新
聞
社
の
カ
メ
ラ
マ
ン
を
放
棄
し
た
訳
は
「
わ
た

し
」
が
映
画
館
に
逃
げ
込
み
、
そ
こ
で
見
た
映
画
に
見
て
取
れ
る
。
「
マ

ル
ス
」
季
節
の
今
昔
に
於
て
カ
メ
ラ
は
も
は
や
客
観
記
録
の
性
質
を
失
っ

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
わ
た
し
」
が
二
人
の
子
供
の
心
の
叫
び

を
見
て
取
っ
た
の
は
、
カ
メ
ラ
マ
ン
が
そ
れ
に
気
付
い
て
客
観
的
立
場
か

ら
撮
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
れ
に
気
付
く
か
ど
う
か
は
見
る
側
の
問
題

で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
山
口
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
「
わ
た
し
」

が
見
た
映
画
は
政
府
に
協
力
す
る
立
場
の
日
独
共
同
制
作
の
産
物
二
新

し
き
士
』
「
日
独
共
同
の
国
策
映
画
企
画
」
（
少
目
○
一
Ｑ
句
四
目
丙
と
伊
丹
万

作
）
、
ピ
ー
タ
ー
Ｂ
・
ハ
ー
イ
『
帝
国
銀
幕
』
よ
り
平
成
八
）
で
は
な

か
っ
た
か
。
も
は
や
自
分
の
意
志
を
表
現
す
る
こ
と
は
絶
望
的
で
あ
っ
た
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が
故
に
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
、
即
ち
微
弱
に
見
え
る
に
し
て

も
一
一
一
治
が
カ
メ
ラ
マ
ン
を
放
棄
す
る
行
為
は
帯
子
が
「
タ
ラ
シ
コ
」
を
排

除
す
る
こ
と
と
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
二

人
の
伊
豆
で
の
出
来
事
も
同
じ
意
味
で
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
帯
子
の
〈
ば
ん
ざ
い
！
》
に
つ
い
て
で
あ
る
。

「
い
ざ
起
て
、
マ
ル
ス
、
勇
ま
し
く
…
…
」
と
街
路
に
流
れ
て
い
る
歌

に
「
帝
子
は
窓
ぎ
は
に
駆
け
寄
り
、
硝
子
戸
を
上
げ
て
、
街
路
に
む
か
っ

て
大
き
く
呼
吸
し
、
湧
き
か
へ
る
外
の
喚
声
と
と
も
に
、
右
手
を
高
く
振

り
か
ざ
し
な
が
ら
、
１
ば
ん
ざ
い
！
」
と
叫
ぶ
の
は
、
決
し
て
「
マ
ル
ス

の
歌
」
に
同
調
す
る
意
味
で
は
な
く
、
「
マ
ル
ス
の
歌
」
に
陶
酔
し
、
嚇

し
て
い
る
民
衆
に
対
す
る
憤
怒
（
作
用
）
が
、
あ
る
意
味
反
作
用
と
し
て

の
表
出
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
帯
子
の
「
ば
ん
ざ
い
！
」
が
し
ば
し
ば
誤
解

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
戦
争
同
調
に
対
す
る
逆
説
か
ら
来
る
自
己
の
意

思
表
示
が
こ
の
皮
肉
の
形
と
し
て
発
露
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

故
に
帯
子
は
通
夜
の
と
き
「
こ
こ
で
、
あ
な
た
方
は
何
を
い
ふ
こ
と
が

あ
る
ん
で
す
。
勝
手
に
愉
し
く
マ
ル
ス
の
歌
」
の
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
。
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
だ
か
考
へ
て
み
も
し
な
い
で
。
そ

ん
な
に
好
き
な
歌
な
ら
、
本
気
に
な
っ
て
歌
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
さ
あ
、

み
ん
な
で
『
マ
ル
ス
の
歌
」
を
合
唱
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
…
…
」
と
挑
発

す
る
の
も
、
そ
れ
か
ら
相
生
三
治
の
「
赤
紙
」
に
よ
っ
て
限
ら
れ
た
時
間

を
、
こ
れ
こ
そ
自
由
で
あ
る
か
の
よ
う
に
過
ご
す
三
治
と
の
伊
豆
で
の
遊

び
も
益
々
緊
迫
し
て
い
く
国
土
的
風
景
に
対
す
る
反
抗
・
叛
逆
以
外
の
何

物
で
も
な
い
よ
う
に
、
無
意
味
に
死
ん
で
い
く
「
死
」
に
対
す
る
対
照
的

意
味
と
し
て
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
死
に
対
す
る
考
え
方

は
冬
子
と
通
底
し
て
い
る
と
い
え
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

冬
子
は
「
自
殺
」
に
つ
い
て
「
そ
ん
な
の
無
意
味
だ
わ
。
ほ
ん
と
に
死

ぬ
な
ん
て
全
然
あ
ほ
ら
し
い
。
（
中
略
）
ほ
ん
と
の
こ
と
し
て
み
た
っ
て
、

ち
っ
と
も
お
も
し
る
か
な
い
わ
。
ほ
ん
と
の
や
う
な
嘘
の
や
う
な
こ
と
、

ほ
ん
と
に
し
か
け
て
ゐ
て
や
め
よ
う
と
い
ふ
気
を
う
ご
か
せ
ば
す
ぐ
や
め

ら
れ
る
や
う
な
こ
と
…
…
」
の
は
ず
で
あ
っ
た
も
の
の
結
局
は
「
死
」
と

結
び
つ
い
て
し
ま
う
。
こ
の
一
見
「
無
意
味
」
の
死
を
遂
げ
た
よ
う
に
見

え
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
死
に
た
く
な
い
ひ
と
が
毎
日
た
く
さ
ん
死
ん

で
」
い
く
意
味
に
対
す
る
真
塾
な
演
技
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
我
々
は
冬
子

の
見
せ
て
く
れ
た
演
技
の
真
相
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ

る
。冬
子
の
「
物
真
似
」
は
「
ま
っ
た
く
変
な
は
な
し
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
を
変
だ
と
思
は
な
い
ほ
ど
、
ぼ
く
は
日
常
そ
の
こ
と
に
慣
れ
っ
こ
に
な

っ
て
ゐ
た
」
よ
う
に
狂
気
の
日
常
が
正
常
で
あ
っ
た
た
め
、
「
変
」
で
あ
っ

た
は
ず
の
真
似
事
が
至
極
日
常
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意

味
で
「
マ
ル
ス
」
の
季
節
に
於
け
る
冬
子
の
自
殺
を
再
度
い
う
な
ら
ば
、

死
に
た
く
な
い
人
間
が
駆
り
出
さ
れ
、
そ
こ
で
死
ん
で
い
っ
た
と
こ
ろ
の

「
無
意
味
の
死
」
の
象
徴
で
あ
り
、
先
述
し
た
如
く
冬
子
が
「
聾
」
や
「
唖
」

や
「
盲
」
、
そ
れ
か
ら
「
肢
」
に
等
し
い
態
度
を
三
治
に
見
出
し
た
故
に

彼
の
愛
の
足
り
な
さ
か
ら
来
る
精
神
の
死
の
謂
で
あ
る
。

こ
の
「
自
殺
」
に
つ
い
て
山
口
俊
夫
は
「
自
殺
は
軍
国
主
義
的
な
現
実

か
ら
の
逃
避
の
手
段
と
し
て
究
極
的
な
も
の
で
あ
」
り
、
『
時
局
」
と
い

う
名
の
集
団
心
理
を
拒
絶
し
、
個
人
性
を
確
保
す
る
こ
と
の
究
極
形
態
と

し
て
の
自
殺
を
選
ん
だ
の
が
冬
子
で
あ
り
、
そ
れ
に
共
感
す
る
の
が
〈
わ

た
し
〉
で
あ
っ
た
」
（
前
掲
書
）
と
い
う
論
の
意
味
は
一
応
理
解
で
き
る

6０

Hosei University Repository



『マルスの歌』論

と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
冬
子
の
自
殺
は
現
実
逃
避
の
手
段
で
も
な
く
、
「
集

団
心
理
を
拒
絶
し
、
個
人
性
を
確
保
す
る
」
た
め
の
も
の
で
も
な
い
。
換

言
す
れ
ば
、
目
下
流
行
っ
て
い
る
「
マ
ル
ス
の
歌
」
か
ら
冬
子
の
「
個
人

性
」
と
い
う
よ
り
、
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
「
マ
ル
ス
」
の
思
想
に
対
し

て
の
「
個
人
性
」
を
出
す
た
め
で
な
く
、
こ
の
時
勢
に
対
し
て
の
冬
子
個

人
の
意
志
の
表
出
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
や
そ
の
行
動
が
「
逃

避
の
手
段
」
と
し
て
使
わ
れ
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
十
嵐
誠
毅
も
冬
子
に
つ
い
て
「
「
真
似
」
と
は
個
別
的
自
立
性
の
不

在
的
一
般
化
で
あ
り
、
惰
性
的
「
日
常
」
の
形
式
で
あ
」
り
、
。
冬
子
」

は
「
死
の
仕
草
」
に
よ
り
、
「
現
実
」
を
そ
の
否
定
的
極
値
と
し
て
の
無

化
に
お
い
て
所
有
し
」
、
「
「
冬
子
」
の
死
は
一
つ
の
「
謎
」
と
し
て
「
マ

ル
ス
」
的
気
圏
を
引
き
裂
く
よ
う
に
飛
ぶ
の
で
あ
っ
た
」
（
前
掲
書
）
と

い
う
が
、
冬
子
の
「
物
真
似
」
は
「
個
別
的
自
立
性
の
不
在
的
一
般
化
」

で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
の
冬
子
の
精
神
の
努
力
で
あ
り
、
「
死
」
は

「
謎
」
何
ぞ
で
は
な
く
、
彼
女
が
示
し
う
る
最
大
限
の
意
志
表
示
な
の
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
「
死
」
は
「
惰
性
的
「
日
常
」
」
の
現
実
に
対
す
る
無
言

の
抗
議
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
わ
た
し
」
の
行
跡
を
辿
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
の
「
思
想
」
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
分
る

で
あ
ろ
う
。

歌
が
聞
こ
え
て
来
る
と
…
…
だ
が
、
こ
の
感
情
を
ど
う
あ
ら
は
し
た

ら
ば
よ
い
の
か
。
今
、
黄
昏
の
室
内
で
ひ
と
り
椅
子
に
か
け
て
ゐ
る

￣

■■■■■■■■■■

い
ぶ
り
臭
い
そ
の
歌
声
の
嵐
は
ま
つ
く
ろ
な
煤
と
な
っ
て
家
家
の
隅

に
ま
で
吹
き
つ
け
、
町
中
の
樹
木
を
洞
ら
し
、
鶏
犬
を
も
窒
息
さ
せ
、

時
代
の
傷
口
が
そ
こ
に
ぱ
っ
く
り
割
れ
は
じ
け
て
ゐ
た
…
…

こ
の
冒
頭
の
部
分
は
評
者
に
最
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で

も
な
く
、
こ
れ
が
目
下
の
「
マ
ル
ス
」
の
歌
が
流
行
し
て
そ
の
歌
声
が
こ

の
国
士
に
木
魂
し
、
生
き
物
す
べ
て
が
窒
息
し
て
い
る
現
状
を
如
実
に
描

写
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
巷
の
街
頭
や
「
プ
ラ
ッ
ト

ホ
ー
ム
も
『
マ
ル
ス
の
歌
』
の
合
唱
隊
」
に
満
ち
て
お
り
、
電
車
の
中
で

も
ニ
マ
ル
ス
の
歌
』
に
声
を
合
は
せ
る
の
が
正
気
の
沙
汰
」
と
な
り
、
「
わ

た
し
」
の
正
気
は
狂
気
と
な
る
次
第
で
あ
る
。
精
神
は
流
行
歌
に
沈
黙
し
、

「
マ
ル
ス
」
に
駆
り
出
さ
れ
た
人
々
は
軍
靴
の
足
音
に
踏
み
に
じ
ら
れ
、
「
時

代
の
傷
口
」
を
作
り
出
し
て
い
る
今
日
の
世
態
で
あ
っ
た
。

「
わ
た
し
」
は
こ
の
「
狂
躁
の
巷
か
ら
窓
硝
子
を
打
っ
て
殺
到
し
て
来

る
流
行
歌
『
マ
ル
ス
」
」
を
聞
き
な
が
ら
、
そ
れ
を
書
き
と
め
て
い
く
の

で
あ
る
が
、
未
だ
に
小
説
を
書
け
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
「
無
慰

に
も
を
さ
な
い
詠
歎
の
出
殻
に
過
ぎ
ぬ
拙
劣
な
文
句
の
か
ず
か
ず
」
を
並

べ
立
て
て
い
る
の
は
ヨ
マ
ル
ス
」
の
怒
号
に
依
っ
て
摘
り
か
へ
ら
れ
た

神
ね
む
り
た
る
天
が
下

知
恵
こ
と
ご
と
く
黙
し
た
り

い
ざ
起
て
、
マ
ル
ス
、
勇
ま
し
く

わ
た
し
の
耳
も
と
に
、
狂
躁
の
巷
か
ら
窓
硝
子
を
打
っ
て
殺
到
し
て

来
る
流
行
歌
ニ
ル
ス
』
の
こ
と
を
い
っ
て
ゐ
る
の
だ
。
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鯵
陶
し
い
季
節
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
故
に
「
街
頭
の
流
行
歌
に
向
ひ

Ｎ
Ｏ
！
」
と
叫
び
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
か
の
よ
う
に
映
画
館
に
入
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
ス
ク
リ
ー
ン
に
は
巧
み
に
操
作
さ
れ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の

映
像
が
映
っ
て
い
た
が
、
人
は
そ
こ
に
気
付
か
な
い
で
い
る
。

そ
の
暹
ま
し
い
手
の
下
に
小
さ
い
頭
を
圧
し
つ
け
ら
れ
て
、
ま
さ
し

く
壮
丁
ら
と
は
国
籍
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
二
人
の
子
供
が
立
っ
て

ゐ
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
平
和
的
な
光
景
ら
し
か
っ
た
。
だ
が
、
郷
士

の
山
河
と
他
国
人
の
笑
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
こ
の
二
人
の
子
供
の
顔

に
は
、
涙
と
か
憂
鯵
と
か
虚
無
感
と
か
、
絵
に
写
せ
ば
写
せ
る
や
う

な
御
愛
嬬
な
表
情
は
な
か
っ
た
。
か
れ
ら
は
切
羽
つ
ま
っ
た
沈
黙
の

中
で
率
直
に
Ｎ
Ｏ
１
と
さ
け
ん
で
ゐ
た
。
あ
あ
、
か
れ
ら
の
Ｎ
Ｏ
１

を
前
に
し
て
、
わ
た
し
の
Ｎ
Ｏ
１
の
微
弱
低
調
な
ひ
び
き
な
ど
な
に

も
の
だ
ら
う
。
（
中
略
）
わ
た
し
は
恥
辱
に
ま
み
れ
て
、
び
っ
し
ょ

り
汗
を
か
き
、
こ
そ
こ
そ
と
席
を
立
ち
、
（
尻
尾
が
あ
れ
ば
）
尻
尾

を
巻
い
て
、
ひ
と
ぴ
と
の
足
の
あ
ひ
だ
か
ら
外
へ
抜
け
出
し
た
…
…

こ
の
か
ら
く
り
を
見
抜
い
て
唖
然
と
す
る
「
わ
た
し
」
の
精
神
作
用
を

汲
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
「
マ
ル
ス
」
の
こ
の
現
実
に

於
て
「
切
羽
つ
ま
っ
た
沈
黙
の
中
で
率
直
に
Ｎ
Ｏ
１
と
さ
け
ん
で
ゐ
」
る

映
像
が
作
ら
れ
る
（
流
れ
る
）
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
尚
且
つ
「
わ

た
し
」
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
映
画
そ
の
も
の
を
信
用
し
て
い
な
い
が
た
め

に
、
そ
こ
に
こ
の
映
像
の
本
質
を
見
て
し
ま
う
と
い
う
精
神
が
そ
こ
に
あ

る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
時
代
に
於
け
る
「
映
画
ニ

ュ
ー
ス
」
を
含
め
国
策
と
し
て
の
作
ら
れ
た
映
画
に
人
々
は
願
さ
れ
、
夢

を
持
ち
、
歓
喜
し
て
い
た
。
特
に
映
画
は
日
中
戦
争
を
期
に
し
て
大
盛
況

を
成
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
わ
た
し
」
の
生
活
は
そ
れ
に
惑
わ
き

や
つ

一
」
こ
で
は
魚
ど
も
に
雲
れ
が
な
か
っ
た
。
鋼
の
光
沢
を
も
っ
た
メ
ジ

マ
グ
ロ
の
む
れ
が
不
敵
に
、
強
靭
に
、
す
い
す
い
と
水
を
切
っ
て
、

こ
の
大
き
い
生
寶
の
底
に
あ
ざ
や
か
な
藍
を
掃
い
て
ゐ
た
。
見
物
が

番
人
を
呼
ん
で
餌
を
投
げ
さ
せ
た
。
バ
ケ
ツ
に
は
ひ
っ
て
ゐ
る
鯖
の

切
が
高
く
飛
ん
で
水
面
に
落
ち
る
と
、
た
ち
ま
ち
跳
ね
上
っ
た
数
尾

の
肌
が
ぴ
か
り
と
光
っ
て
、
も
う
鯖
の
切
は
見
え
な
い
。

こ
こ
で
は
「
フ
ジ
」
と
魚
の
風
景
で
あ
る
が
、
作
家
の
狙
い
は
そ
れ
だ

け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
水
族
館
」
と
「
生
贄
」
の
意
味
と
そ
こ
で

。
。
。
。
や
つ
。
。
●
。
、
０
０
は
が
ね
。
。
。
。
。
・
・

飼
わ
れ
て
い
る
「
魚
ど
ｊ
ｂ
に
雲
れ
が
な
か
っ
た
。
鋼
の
光
沢
を
も
っ
た

メ
ジ
マ
グ
ロ
の
む
れ
が
不
敵
に
、
強
靭
に
」
水
を
切
っ
て
、
鯖
を
飲
み
込

ん
で
い
く
描
写
は
こ
の
時
勢
に
於
け
る
強
烈
な
調
刺
に
他
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

れ
な
い
強
靭
な
精
神
、
換
言
す
れ
ば
人
に
は
気
付
か
な
い
も
の
を
見
て
し

ま
う
と
い
う
精
神
（
反
戦
精
神
）
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
わ
た
し
」
の
叫
ぶ
「
Ｎ
Ｏ
ｌ
」
の
微
弱
性
は
恥
辱
感

に
変
り
、
こ
の
虚
無
感
と
恥
辱
は
「
思
想
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
。
そ
れ

は
「
わ
た
し
」
が
暮
ら
し
て
い
る
銀
座
一
角
の
ア
パ
ー
ト
の
周
辺
だ
け
で

な
く
、
東
京
駅
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
や
電
車
内
、
そ
れ
か
ら
伊
豆
ま
で

「
マ
ル
ス
の
歌
」
が
流
れ
て
い
る
時
局
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
尚

且
つ
遊
楽
地
で
も
あ
る
水
族
館
内
に
ま
で
流
行
歌
は
鳴
り
響
く
有
様
で
あ

る
。
こ
の
水
族
館
で
眼
に
し
た
光
景
は
以
下
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

も
う
日
ざ
し
の
薄
く
な
っ
た
空
に
相
変
ら
ず
フ
ジ
が
押
絵
の
や
う
に

貼
り
つ
い
て
ゐ
た
が
、
わ
た
し
は
そ
の
け
し
き
に
背
を
向
け
て
、
眼

の
下
の
水
中
に
群
れ
る
魚
ど
も
を
眺
め
て
ゐ
た
。
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『マルスの歌』論

「
メ
ジ
マ
グ
ロ
」
に
「
マ
ル
ス
」
を
見
る
な
ら
ば
、
「
い
る
か
」
に
は
兵

卒
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
番
人
が
餌
を
投
げ
る
と
、
た
く
み
に
水
を

潜
っ
て
そ
れ
を
捕
へ
る
。
軍
用
犬
の
訓
練
を
し
て
ゐ
る
や
う
だ
。
見
て
ゐ

る
う
ち
に
、
い
や
に
な
っ
て
来
」
る
の
で
あ
る
。
「
わ
た
し
」
は
そ
こ
に

「
愚
鈍
な
不
潔
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
来
」
る
。
さ
ら
に
そ
こ
の
食
堂
の

こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
「
マ
ル
ス
の
歌
」
を
掛
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ

れ
を
見
た
瞬
間
「
わ
た
し
」
は
「
や
め
ろ
。
」
と
叫
ぶ
。
そ
れ
は
他
な
ら

な
い
「
思
想
」
へ
の
渇
望
で
あ
っ
た
。

い
よ
い
よ
、
こ
の
作
品
の
主
題
で
あ
る
「
思
想
」
に
差
し
掛
か
っ
た
。

「
思
想
」
に
つ
い
て
は
拙
者
の
「
『
佳
人
」
論
」
に
一
言
触
れ
て
お
い
た
が
、

こ
の
作
品
に
沿
っ
て
い
え
ば
「
思
想
」
と
は
声
に
出
し
て
「
Ｎ
Ｏ
１
」
と

い
え
る
精
神
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
野
口
武
彦
の
「
そ

の
行
為
は
、
思
想
の
不
在
を
痛
感
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
と
し
て
精

い
っ
ぱ
い
の
抵
抗
」
（
「
石
川
淳
論
」
昭
和
四
十
四
・
二
）
で
あ
る
と
い
う

見
方
は
正
し
い
と
い
え
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
わ
た
し
の
正
気
を
ペ
ン
先

に
突
き
と
め
る
た
め
に
、
ま
だ
う
ご
か
ぬ
ペ
ン
を
う
ご
か
さ
う
と
努
め
て

ゐ
る
」
と
こ
ろ
の
「
わ
た
し
」
の
精
神
の
運
動
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
る
言

葉
（
「
Ｎ
Ｏ
１
」
）
で
あ
る
。

マ
ル
ス
の
歌
』
の
季
節
に
置
か
れ
て
は
、
ひ
と
び
と
の
影
は
そ
の

在
る
べ
き
位
置
か
ら
ず
れ
て
う
ご
く
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
幻
燈
で

は
、
光
線
が
ぼ
や
け
、
曇
り
、
濁
り
、
そ
れ
が
場
面
を
ゆ
が
め
て
し

・
ま
ふ
。
ひ
と
ぴ
と
を
清
澄
に
し
、
「
明
確
に
し
、
強
烈
に
し
、
美
し
く

さ
せ
る
た
め
に
、
今
何
が
欠
け
て
ゐ
る
の
か
。
こ
こ
で
も
先
刻
茶
店

で
秋
を
探
り
あ
て
た
と
き
の
や
う
に
、
何
か
非
常
に
判
然
と
し
た
も

ぢ

の
の
一
別
で
わ
た
し
は
惑
ひ
、
焦
れ
、
平
静
を
う
し
な
っ
て
ゐ
る
や
う

で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
そ
の
何
か
が
遅
く
来
て
、
し
み
じ
み
と
、
根

強
く
、
隙
間
な
く
わ
た
し
の
う
ち
に
満
ち
ひ
ろ
が
っ
た
と
き
、
そ
ん

な
に
も
判
り
す
ぎ
て
ゐ
る
も
の
の
ま
は
り
に
足
踏
み
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
自
分
が
迂
閼
に
鈍
物
に
見
え
、
わ
た
し
は
た
い
へ
ん
恥

か
し
ぐ
、
ひ
と
り
で
に
顔
が
赤
く
な
っ
た
。
思
想
、
あ
あ
、
思
想
…

…
は
げ
し
く
の
ど
が
乾
い
て
来
た
。

「
思
想
」
は
「
ひ
と
ぴ
と
を
清
澄
に
し
、
明
確
に
し
、
強
烈
に
し
、
美

し
く
さ
せ
る
た
め
に
」
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
「
現
実
の

わ
た
し
の
の
ど
の
ほ
か
に
、
ど
こ
か
で
の
ど
が
大
き
く
渇
い
て
ゐ
る
や
う

な
気
が
し
た
」
よ
う
に
「
思
想
」
へ
の
願
い
は
平
岡
敏
夫
が
「
昭
和
文
学

史
の
残
像
Ｉ
』
（
平
成
８
）
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
こ
の
八
思
想
Ｖ

は
「
わ
た
し
」
の
み
で
な
く
、
社
会
・
時
代
全
体
の
渇
望
と
し
て
自
覚
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
石
川
淳
は
思
想
に
つ
い
て
「
と
く
に
戦
争
中
は
江
戸
に
留
学

し
た
つ
も
り
で
し
た
。
こ
れ
は
思
想
と
は
別
で
す
よ
。
思
想
は
ど
う
で
も

い
い
。
思
想
と
は
関
係
な
い
で
す
。
思
想
は
、
だ
い
た
い
は
じ
め
か
ら
信

じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
ん
な
こ
と
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
」
ｓ
夷
齋
座

談
』
ｌ
「
無
意
識
の
選
択
」
）
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
作
家
は
「
思
想
」

な
ん
て
も
の
は
信
じ
な
い
人
で
あ
っ
た
。
に
も
拘
ら
ず
「
わ
た
し
」
が
思

想
を
「
の
ど
が
乾
」
く
ほ
ど
渇
望
し
て
い
る
。
一
見
作
家
の
そ
れ
に
相
反

す
る
も
の
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

「
わ
た
し
」
の
「
思
想
」
と
は
如
何
な
る
「
実
在
」
も
何
物
か
に
よ
っ

て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
或
る
思
惟
が
何
々
主
義
・
主
張
と
い
う

よ
う
に
概
念
化
・
体
系
化
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
変
じ

た
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
思
想
は
抽
象
的
も
の
で
あ
る
が
そ
こ
で
生
ま
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実
際
こ
の
作
品
は
昭
和
「
十
三
年
一
月
号
は
十
二
年
十
二
月
に
出
ま
す
。

で
す
か
ら
十
二
年
の
十
二
月
の
こ
と
で
す
。
そ
の
時
分
は
、
ま
だ
ず
っ
と

あ
と
と
は
ち
が
い
ま
す
か
ら
。
ま
だ
こ
の
く
ら
い
は
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
楽
観
的
気
分
が
あ
っ
た
」
（
「
夷
齋
座
談
』
ｌ
「
無
意
識
の
選
択
」

か
ら
こ
そ
書
き
上
げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
「
油
断
」
と
「
警
戒
を
忘
れ
た
」

た
め
、
「
反
軍
反
戦
思
想
醸
成
」
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
で
発
禁
（
発
行

し
た
後
に
発
禁
さ
れ
た
た
め
一
部
は
販
売
）
の
目
に
遭
っ
た
作
品
で
あ
る
。

小
田
切
秀
雄
は
同
書
に
於
て
「
昭
和
十
二
年
の
十
二
月
は
、
宮
本
百
合
子
、

中
野
重
治
、
戸
坂
潤
の
執
筆
禁
止
、
な
ど
が
政
府
が
新
た
な
取
り
締
ま
り

に
乗
り
出
し
た
境
目
に
あ
た
っ
て
い
た
」
時
期
で
「
あ
れ
は
ず
い
ぶ
ん
勇

敢
な
作
品
で
、
あ
れ
だ
け
軍
国
主
義
に
対
す
る
猛
烈
な
批
判
を
書
い
た
作

品
と
い
う
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
も
の
を
別
に
す
る
と
、
ち
ょ
っ
と

ほ
か
に
類
が
な
い
と
思
い
ま
す
」
と
こ
の
作
品
の
意
義
を
述
べ
て
い
る
。

注
一
一

ま
た
荒
正
人
（
『
国
文
学
』
解
釈
と
教
材
の
研
究
昭
和
四
十
・
六
ｌ
「
戦

時
下
の
「
芸
術
的
抵
抗
派
上
）
は
石
川
淳
を
「
抵
抗
派
」
に
分
類
し
、
さ

ら
に
「
反
順
応
派
」
と
し
た
上
で
「
マ
ル
ス
の
歌
」
以
降
は
「
戦
争
を
や

れ
た
思
想
は
も
は
や
既
成
観
念
と
な
り
、
精
神
が
生
活
す
る
場
所
は
も
は

や
そ
こ
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
思
う
に
石
川
淳
の
思
想
に
対
す
る
否
定
と

嫌
悪
は
そ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
わ
た
し
」

の
「
思
想
」
は
今
こ
の
現
実
の
生
活
を
否
定
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
生
活

ｌ
精
神
の
自
由
に
よ
っ
て
営
ま
れ
る
生
活
ｌ
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
こ
ろ
の
そ
れ
で
あ
る
。

結

注

り
過
す
と
い
う
態
度
を
守
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
マ
ル
ス
の
歌
』
に

対
す
る
直
接
評
価
は
述
べ
て
な
い
が
、
文
面
か
ら
す
れ
ば
小
田
切
の
そ
れ

と
違
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
判
る
よ
う
に
「
マ
ル
ス
の
歌
」
は
こ
の
時
代
に
「
Ｎ
Ｏ
ｌ
」
と

い
え
る
精
一
杯
の
自
己
表
現
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

ヨ
マ
ル
ス
の
歌
』
は
、
反
戦
思
想
そ
の
も
の
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
よ

う
な
小
説
で
は
な
い
。
作
者
が
立
ち
向
か
っ
て
い
る
の
は
、
戦
争
と
い
う

現
象
で
は
な
い
。
「
マ
ル
ス
の
季
節
」
に
あ
っ
て
人
々
を
躁
臘
し
、
圧
迫
し
、

摺
伏
さ
せ
る
奇
怪
な
歌
声
、
思
想
不
在
の
現
象
に
対
し
て
で
あ
る
」
と
い

う
野
口
武
彦
（
前
掲
書
）
の
論
は
正
鵠
を
得
て
い
る
が
、
こ
の
作
品
を
「
反

軍
反
戦
」
と
見
て
も
少
し
も
差
し
支
え
は
な
い
の
み
で
な
く
、
「
マ
ル
ス
」

の
季
節
に
於
て
「
精
神
の
固
定
」
を
強
要
し
て
き
た
も
の
か
ら
本
来
あ
る

べ
き
精
神
の
「
自
由
」
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
作
品
に
他
な
ら
な
い
。

「
新
し
き
土
」

こ
の
映
画
は
昭
和
十
二
年
「
正
月
第
三
週
封
切
の
如
く
噂
さ
れ
て
ゐ
る
も
、

宣
伝
期
間
も
充
分
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
、
結
局
二
月
第
一
週
に
華
々
し

く
封
切
さ
れ
る
も
の
と
見
ら
れ
て
ゐ
る
」
Ｓ
日
本
映
画
』
２
０
０
２
．
６

影
印
復
刻
版
ｌ
「
映
画
界
特
報
」
昭
和
十
二
・
四
、
以
下
同
年
同
誌
）
よ
う

に
、
二
月
に
上
映
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
評
論
も
四
月
か
ら

目
立
っ
て
い
る
。
四
月
の
森
岩
雄
や
林
文
三
郎
、
そ
れ
か
ら
犬
上
府
太
八
、

五
月
号
の
月
報
に
は
「
官
製
「
新
し
き
土
」
今
度
は
マ
ッ
ク
ポ
イ
氏
に
依
頼
」

と
「
フ
ァ
ン
ク
氏
に
名
士
揮
毫
帳
を
送
る
」
や
竹
内
真
の
「
蒼
眠
と
新
し
き

土
」
が
、
六
月
号
に
は
青
野
季
吉
の
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
イ
映
画
」
の
先
駆
と
す
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｢マルスの歌』論

二
、
荒

派
」
」

い
い
、
「
社
会
的
抵
抗
派
に
せ
よ
、
芸
術
的
抵
抗
派
」

派
と
は
い
い
が
た
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら

応
派
」
今
積
極
的
順
応
派
」
と
「
消
極
的
順
応
派
」

し
て
「
非
順
応
派
」
と
「
反
順
応
派
」
と
に
分
け
、

崎
潤
一
郎
、
堀
辰
雄
、
中
島
敦
を
、
「
反
順
応
派
」
」

中
野
重
治
を
分
類
（
詳
細
は
省
略
す
る
）
し
て
い
る
。

版
が
あ
っ
て
、
前
者
麥

博
し
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
戦
時
下
に
於
け
る
映
画
は
特
に
「
支
那
事
変
」
を
「
国
民
精
神

総
動
員
」
、
ま
た
後
ほ
ど
の
「
映
画
法
」
等
に
よ
っ
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
利

用
さ
れ
て
い
た
。
勿
論
こ
の
映
画
も
そ
の
一
環
と
し
て
の
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

始
終
し
て
い
る
。

る
「
映
画
と
文
化
」
が
、
そ
れ
か
ら
十
月
号
の
「
所
感
」
欄
の
評
論
が
そ
れ

で
あ
り
、
ま
た
『
日
本
映
画
論
」
（
２
０
０
３
．
６
初
版
（
昭
和
十
八
年
）

の
影
印
復
刻
版
ｌ
「
『
新
し
き
士
」
と
日
本
的
芸
術
性
」
は
昭
和
十
二
年
に

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
）
に
長
谷
川
女
是
閑
の
も
散
見
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
の
始
ん
ど
が
映
画
そ
の
も
の
の
評
論
で
は
な
く
、
フ
ァ
ン
ク
礼
讃
に

「
マ
ル
ス
の
歌
」
以
降
は
「
戦
争
を
や
り
過
す
と
い
う
態
度
を
守
っ
た
」
と

い
い
、
「
社
会
的
抵
抗
派
に
せ
よ
、
芸
術
的
抵
抗
派
に
せ
よ
、
徹
底
的
抵
抗

派
と
は
い
い
が
た
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
「
抵
抗
派
」
に
は
「
順

応
派
」
今
積
極
的
順
応
派
」
と
「
消
極
的
順
応
派
」
に
分
け
て
い
る
）
に
反

し
て
「
非
順
応
派
」
と
「
反
順
応
派
」
と
に
分
け
、
「
非
順
応
派
」
に
は
谷

崎
潤
一
郎
、
堀
辰
雄
、
中
島
敦
を
、
「
反
順
応
派
」
は
永
井
荷
風
、
石
川
淳
、

荒
正
人
『
国
文
学
」
（
昭
和
四
十
・
六
）
ｌ
「
戦
時
下
の
「
芸
術
的
抵
抗

こ
の
映
画
は
日
独
共
同
作
業
に
よ
っ
て
完
成
し
た
た
め
日
本
版
と
ド
イ
ツ

が
あ
っ
て
、
前
者
が
不
発
に
終
っ
た
の
に
対
し
て
後
者
は
絶
大
な
人
気
を

（
い
ち
ゆ
ん
ぎ
ゅ
・
博
士
後
期
課
程
三
年
）
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