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は
じ
め
に

　
『
晩
年
』（
昭
11
・
６
、
砂
子
屋
書
房
）
収
録
作
を
中
心
と
す
る
太
宰
治
の
初

期
小
説
に
は
、
首
尾
の
整
っ
た
散
文
小
説
を
志
向
す
る
も
の
と
は
異
な
り
、
言

葉
や
短
文
に
表
現
と
し
て
の
自
立
性
を
追
求
し
た
よ
う
な
、
散
文
詩
的
な
志
向

の
作
品
が
あ
る
。
東
郷
克
美
氏
が
「
仕
組
ま
れ
た
「
竜
頭
蛇
尾
」、
意
図
さ
れ

た
「
未
完
」」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る（

１
）。
と
り
わ
け
「
葉
」（『
鷭
』
昭
９
・
４
）

な
ど
は
、
安
藤
宏
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、「
言
葉
と
言
葉
が
イ
メ
ー
ジ
を
映
発

し
あ
う
象
徴
空
間
」
を
作
り
出
す
三
十
六
の
断
片
か
ら
な
る
連
歌
形
式
を
と
っ

て
お
り
、一
行
空
き
で
仕
切
ら
れ
た
長
短
さ
ま
ざ
ま
な
断
片
が
響
き
あ
う
、「「
小

説
」
を
超
克
し
て
ゆ
く
「
詩
」
の
論
理
」
を
明
確
に
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
作

品
で
あ
る（

２
）。

　

太
宰
の
初
期
小
説
の
中
で
も
、
形
式
か
ら
し
て
そ
の
傾
向
を
顕
著
に
見
て
取

れ
る
「
葉
」「
玩
具
」（『
作
品
』
昭
10
・
７
）
の
よ
う
な
短
文
相
互
の
共
鳴
を

狙
っ
た
作
品
に
加
え
、「
逆
行
」（『
文
藝
』
昭
10
・
２
）
や
「
陰
火
」（『
文
藝

雑
誌
』
昭
11
・
５
）
と
い
っ
た
掌
編
を
集
め
て
一
編
と
し
た
作
品
も
、
掌
編
同

士
の
相
互
効
果
を
狙
う
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
「
論
理
」
の
応
用
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。「
め
く
ら
草
紙
」（『
新
潮
』
昭
11
・
１
）
な
ど
は
、

形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
小
説
の
形
を
借
り
て
そ
の
「
論
理
」
を
語
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が（

３
）、
で
は
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
作
品
の
中
で
も
、「
実
質

的
に
は
一
人
称
の
語
り
手
が
自
ら
の
体
験
を
物
語
っ
て
行
く
、
い
わ
ば
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
な
「
語
り
」
の
方
法
」
と
評
さ
れ
る（

４
）「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」（『
世

紀
』
昭
９
・
10
）
な
ど
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
は
、「
僕
」
と
い
う
語
り
手
が
「
君
」
と
い
う
人
物

を
相
手
に
、
自
分
の
持
ち
家
の
間
借
り
人
と
し
て
知
り
合
っ
た
「
青
扇
」
と
い

う
青
年
と
の
交
流
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
作
品
で
あ
る
。
作
品
は
主
に
、
会
う

た
び
に
性
格
が
異
な
っ
て
見
え
、「
無
性
格
」
な
ど
と
も
形
容
さ
れ
る
「
青
扇
」

の
変
幻
自
在
ぶ
り
を
描
き
出
す
こ
と
が
中
心
と
な
り
、「
僕
」
が
「
青
扇
」
に

天
才
性
を
い
っ
た
ん
は
錯
覚
す
る
も
の
の
、
最
終
的
に
は
天
才
な
ど
ど
こ
に
も

い
な
い
と
失
望
す
る
に
至
る
ま
で
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
他
の
多
く
の

作
品
と
同
様
に
青
年
を
主
人
公
と
し
て
お
り
、
な
お
か
つ
『
晩
年
』
収
録
作
中

で
い
ち
ば
ん
長
く
、い
わ
ば
最
も
饒
舌
な
作
品
で
あ
る
。
語
り
手「
僕
」が「
君
」

に
「
青
扇
」
な
る
人
物
と
の
出
来
事
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
形
式
に
、
方
法
的

な
実
験
の
痕
跡
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
作
品
に
も
、
作
者
の
強
い
方
法
意
識
が
働
い
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
二
点
か
ら
言
え
る
。
第
一
は
、「
僕
」

の
語
り
に
時
間
軸
が
二
つ
あ
る
と
い
う
点
。
第
二
は
、「
葉
」
の
よ
う
に
、
こ

　
　

太
宰
治
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
に
お
け
る
〈
性
格
〉
と
断
片
性

野　

口　

尚　

志
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の
作
品
も
実
は
断
片
を
集
積
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

　

ま
ず
重
要
な
の
が
、
こ
の
作
品
は
人
物
の
性
格
の
変
遷
を
述
べ
て
い
る
か
に

見
え
て
、
実
は
性
格
を
描
き
出
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
魚
服
記
」（『
海
豹
』
昭
８
・
３
）
や
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」（『
青
い
花
』

昭
９
・
12
）
な
ど
は
、
性
格
が
も
た
ら
す
悲
喜
劇
と
い
う
側
面
を
持
つ
。「
猿

面
冠
者
」（『
鷭
』
昭
９
・
７
）
も
、
小
説
家
が
小
説
を
書
け
な
い
理
由
を
、
生

活
か
ら
育
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
性
格
に
収
斂
さ
せ
て
い
た
。
だ
が
、「
彼
は
昔
の

彼
な
ら
ず
」
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
作
中
人
物
の
性
格
を
問
題
化
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。

　
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
と
い
う
表
題
を
注
意
深
く
見
る
と
き
、「
彼
」（
現

在
の
彼
）
と
「
昔
の
彼
」
と
い
う
二
つ
の
時
間
軸
が
、
こ
こ
に
既
に
提
示
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
く
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
性
格
は
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て

い
か
よ
う
に
も
変
化
し
得
る
。
た
だ
し
そ
の
変
化
は
、
こ
の
時
期
の
太
宰
の
作

品
に
よ
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
語
り
手
自
身
の
、
語
る
と
い
う
行
為
に
起
因
し

て
い
る
。「
彼
」
を
観
察
す
る
者
に
は
、
性
格
は
変
化
し
て
見
え
る

0

0

0

の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
、
対
象
を
見
る
際
の
不
確
か
さ
、
不
定
さ
を
自
ら
生
み
出
し
て
し
ま

う
語
り
手
は
、
ど
う
す
れ
ば
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
は
、

そ
の
点
に
一
つ
の
解
答
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
に
断
片
性
が
関
わ
る
。

本
論
で
は
、
こ
の
作
品
の
方
法
的
側
面
に
注
目
し
な
が
ら
、
こ
の
点
を
読
み
取

っ
て
い
き
た
い
。

目
に
映
じ
る
も
の
の
変
化
―
―
主
観
の
変
奏

　

従
来
、
こ
の
作
品
は
、
作
中
に
登
場
す
る
「
青
扇
」
な
る
人
物
が
、「
無
性

格
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
様
々
に
そ
の
個
性
を
変
化
さ
せ
て
い
く
様
を
取
り
上
げ

て
、
そ
の
「
青
扇
」
自
身
に
同
時
代
の
青
年
に
ま
つ
わ
る
問
題
意
識
の
反
映
を

み
る
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
。鶴
谷
憲
三
氏
は
矢
崎
弾
を
引
い
て
、「「
自

意
識
の
過
剰
や
近
代
人
の
無
性
格
」
と
い
う
問
題
を
真
正
面
に
据
え
た
作
品
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
し（

５
）、

川
崎
和
啓
氏
は
「
太
宰
治
に
あ
っ
た
も
の
は
、
無
性

格
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
強
い
時
代
的
不
安
感
で
あ
っ
た
」
と
述

べ
る（

６
）。

服
部
康
喜
氏
は
、「
近
代
的
自
我
が
死
滅
し
た
後
に
、
直
面
し
た
自
己

自
身
に
ま
ず
耐
え
る
こ
と
」
を
読
み
と
っ
て
い
る（

７
）。

あ
く
ま
で
読
み
の
中
心
は

「
青
扇
」
の
人
物
像
で
あ
る
。

　

一
方
で
、「
眺
め
て
い
た
は
ず
の
〈
僕
〉
が
眺
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
反
転

劇
」
と
取
る
菅
原
洋
一
氏（

８
）、「「
僕
」
は
自
分
の
思
い
込
み
を
語
っ
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
永
井
博
氏（

９
）、
こ
の
作
品
を
聞
き
手
で
あ
る

「
君
」
が
語
り
手
「
僕
」
に
影
響
を
与
え
る
〈
モ
ノ
ロ
ー
グ
を
仮
装
し
た
ダ
イ

ア
ロ
グ
〉
と
し
て
読
む
高
塚
雅
氏）

10
（

、
ま
た
、
後
で
触
れ
る
松
本
和
也
氏
の
論
は
、

「
僕
」
の
語
り
の
様
相
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
本
論
も
、「
僕
」

の
語
り
の
主
観
性
に
注
目
す
る
。

　

ま
ず
、
先
に
触
れ
た
第
一
の
点
で
あ
る
、「
僕
」
の
語
り
の
二
つ
の
時
間
軸

に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
。「
僕
」
の
語
り
の
二
つ
の
時
間
軸
は
、
次
の
部

分
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）

い
ま
僕
は
、
か
う
し
て
青
扇
と
対
座
し
て
話
合
つ
て
み
る
に
、
そ
の
骨
骼
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と
い
ひ
、
頭
恰
好
と
い
ひ
、
瞳
の
い
ろ
と
い
ひ
、
そ
れ
か
ら
音
声
の
調
子

と
い
ひ
、
ま
つ
た
く
ロ
ン
ブ
ロ
オ
ゾ
オ
や
シ
ヨ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
の
規
定

し
て
ゐ
る
天
才
の
特
徴
と
酷
似
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
の

と
き
に
は
さ
う
思
は
れ
た
。 

蒼
白
痩
削
。
短
躯
猪
首
。
台
詞
が
か
つ
た
鼻

音
声）

11
（

。

　

こ
の
作
品
で
、「
僕
」
は
「
青
扇
」
に
「
天
才
」
を
見
、
以
後
そ
の
思
い
込

み
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が）

12
（

、
こ
れ
は
そ
の
契
機
と
な
る
場
面
で
あ

る
。「
い
ま
」
と
あ
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
小
説
は
「
僕
」
が
「
青
扇
」

と
の
間
の
出
来
事
を
語
る
と
い
う
形
式
を
取
っ
て
お
り
、
語
ら
れ
て
い
る
の
は

あ
く
ま
で
過
去
に
起
き
た
事
象
で
あ
る
。
本
来
な
ら
「
い
ま
」
で
は
な
く
初
め

か
ら
「
そ
の
と
き
」
と
言
う
の
が
適
切
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
う
な

っ
て
い
な
い
。
松
本
和
也
氏
は
、「
僕
」
に
は
「
今
な
お
、
過
剰
な
ま
で
に
青

扇
に
価
値
あ
る
何
か
を
見
出
し
、
距
離
が
と
れ
な
い
ほ
ど
に
同
一
化
の
欲
望
が

漲
っ
て
い
」
て
、そ
れ
ゆ
え
に
こ
う
い
っ
た
「
安
定
し
た
語
り
の
位
置
の
撹
乱
」

が
現
れ
る
と
い
う）

13
（

。

　

だ
が
、
即
座
に
「
た
し
か
に
、
そ
の
と
き
に
は
さ
う
思
は
れ
た
」
と
い
う
一

文
が
続
い
て
も
い
る
点
に
も
注
目
し
よ
う
。「
僕
」
と
い
う
語
り
手
は
、
過
去

の
自
分
に
な
り
き
っ
て
出
来
事
を
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、
語

っ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
は
過
去
の
自
分
に
つ
い
て
既
に
反
省
・
検
証
済
み
で

あ
る
こ
と
を
も
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、語
り
手
「
僕
」
は
、「
青
扇
」

へ
の
感
慨
が
発
生
し
た
時
点
と
、
そ
の
こ
と
を
「
君
」
に
語
っ
て
い
る
現
在
と
、

二
つ
の
時
間
軸
を
並
置
し
て
、
そ
の
両
者
の
間
の
差
異
を
敢
え
て
開
示
し
て
い

る）
14
（

。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
後
者
の
方
が
正
鵠
を
射
て
い
た
ら
し
い
結
末
は
用
意

さ
れ
る
も
の
の
、
決
し
て
断
定
は
さ
れ
ず
、「
青
扇
」
の
正
体
は
曖
昧
な
ま
ま

作
品
は
終
わ
る
。
二
つ
の
時
間
軸
、
そ
れ
は
二
つ
の
主
観
を
並
置
す
る
こ
と
で

も
あ
る
が
、
ど
の
ど
ち
ら
を
取
る
か
、
そ
れ
は
読
者
に
任
さ
れ
て
い
る
と
し
か

言
い
よ
う
の
な
い
語
り
の
有
様
と
言
え
る）

15
（

。

　

こ
れ
は
、「
僕
」
の
語
ろ
う
と
す
る
「
青
扇
」
が
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
、

常
に
変
化
し
続
け
る
人
物
で
あ
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
は
、
実
は
な
い
。

こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
語
る
「
僕
」
の
側
の
問
題
で
あ
る
。
し
か
も
、「
僕
」
は

自
分
の
感
慨
や
直
感
が
主
観
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
無
自
覚
な
わ
け
で
は
な
い
の

で
あ
る
。

ふ
と
僕
は
彼
の
渡
り
鳥
の
話
を
思
ひ
出
し
た
の
だ
。
突
然
、
僕
と
彼
と
の

相
似
を
感
じ
た
。
ど
こ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
な
に
か
し
ら
同
じ
体
臭
が

感
ぜ
ら
れ
た
。
君
も
僕
も
渡
り
鳥
だ
、
さ
う
言
つ
て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は

れ
、
そ
れ
が
僕
を
不
安
に
し
て
し
ま
つ
た
。
彼
が
僕
に
影
響
を
与
へ
て
ゐ

る
の
か
、
僕
が
彼
に
影
響
を
与
へ
て
ゐ
る
の
か
、
ど
ち
ら
か
が
ヴ
ア
ン
ピ

イ
ル
だ
。
ど
ち
ら
か
が
、
知
ら
ぬ
う
ち
に
相
手
の
気
持
ち
に
そ
ろ
そ
ろ
食

ひ
い
つ
て
ゐ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
僕
が
彼
の
豹
変
ぶ
り
を
期
待
し
て

訪
れ
る
気
持
ち
を
彼
が
察
し
て
、
そ
の
僕
の
期
待
が
彼
を
し
ば
り
つ
け
、

こ
と
さ
ら
に
彼
は
変
化
を
し
て
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
や
う
に
努
め
て

ゐ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
あ
れ
こ
れ
と
考
へ
れ
ば
考
へ
る
ほ
ど
青
扇
と
僕

と
の
体
臭
が
か
ら
ま
り
、
反
射
し
合
つ
て
ゐ
る
や
う
で
、
加
速
度
的
に
僕

は
彼
に
こ
だ
は
り
は
じ
め
た
の
で
あ
つ
た
。
青
扇
は
い
ま
に
傑
作
を
書
く

だ
ら
う
か
。
僕
は
彼
の
渡
り
鳥
の
小
説
に
た
い
へ
ん
な
興
味
を
持
ち
は
じ

め
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
僕
」
は
自
分
の
考
え
が
思
い
込
み
で
あ
っ
た
可
能
性
を
、「
感

じ
た
」「
あ
る
ま
い
か
」
と
い
っ
た
言
い
方
で
示
し
つ
つ
語
っ
て
い
る
。
こ
う



112

し
た
「
僕
」
の
思
い
込
み
は
、
こ
の
作
品
自
体
の
推
進
力
と
も
な
っ
て
お
り
、

い
わ
ば
こ
の
作
品
は
「
僕
」
が
勝
手
に
「
青
扇
」
の
「
天
才
」
で
あ
る
こ
と
へ

の
期
待
を
膨
ら
ま
せ
、
勝
手
に
失
望
し
て
終
わ
る
話
で
も
あ
る
。

　

た
だ
、
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
君
」
に
語
っ
て
い
る
時
点

の
「
僕
」
は
、「
青
扇
」
へ
の
期
待
が
失
望
に
終
わ
る
こ
と
を
最
初
か
ら
知
っ

て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
僕
」
自
身
の
体
験
を
語
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
当

然
で
あ
る
。
で
は
、「
僕
」
は
反
省
を
込
め
つ
つ
自
分
の
失
敗
談
を
語
っ
て
い

る
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

い
や
、事
態
は
よ
り
深
刻
で
あ
る
。「
僕
」
は
自
身
の
経
験
の
事
実
性
に
す
ら
、

疑
い
を
挟
む
の
で
あ
る
。

僕
も
し
た
た
か
に
酔
つ
た
や
う
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
ひ
と
と
始
め
て
知

り
合
つ
た
と
き
の
あ
の
浮
気
に
似
た
と
き
め
き
が
、
ふ
た
り
を
気
張
ら
せ
、

無
益
な
雄
弁
に
よ
つ
て
も
つ
と
も
つ
と
お
の
れ
を
相
手
に
知
ら
せ
た
い
と

い
ふ
や
う
な
じ
れ
つ
た
さ
を
僕
た
ち
は
お
互
い
に
感
じ
合
つ
て
ゐ
た
や
う

で
あ
る
。（
中
略
）
／
「
君
を
好
き
だ
。」
僕
は
さ
う
言
つ
た
。
／
「
私
も

君
を
好
き
な
の
だ
よ
。」
青
扇
も
そ
う
答
へ
た
や
う
で
あ
る
。
／
「
よ
し
。

万
歳
！
」
／
「
万
歳
。」
／
た
し
か
に
そ
ん
な
工
合
い
で
あ
つ
た
や
う
で

あ
る
。

「
僕
」
は
自
ら
の
言
動
や
見
聞
き
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
や
う
で
あ
る
」
と
推

量
し
て
い
る
。
こ
れ
は
泥
酔
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
曖
昧
さ
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、こ
れ
よ
り
前
、「
青
扇
」と
素
面
で
将
棋
を
さ
す
場
面
に
も
既
に
、

「
僕
は
幾
番
と
な
く
負
け
て
、
そ
の
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
熱
狂
し
は
じ
め
た
や
う

で
あ
つ
た
」
と
あ
る
の
だ
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
作
品
全
編
に
わ
た
っ
て
随

所
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

過
去
の
自
分
を
反
省
・
検
証
す
る
か
ら
こ
そ
、
む
し
ろ
自
分
の
言
動
の
曖
昧

な
部
分
が
際
立
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
語
り
手
は
、
自
分
自
身
の
過
去
の
行
動
や

思
念
す
ら
捕
捉
し
き
れ
な
い
も
の
と
感
じ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
い
ま
「
君
」
に

語
っ
て
い
る
こ
と
も
、
後
か
ら
訂
正
や
取
り
消
し
を
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
。「
僕
」
は
決
し
て
全
知
の
語
り
手
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き

な
い
。
こ
の
こ
と
を
、「
僕
」
は
二
つ
の
時
間
軸
を
敢
え
て
開
示
す
る
こ
と
で

告
白
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
作
品
を
見
る
と
き
、
作
品
末
尾
の
次
の
部

分
は
よ
り
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
だ
ろ
う
。

ふ
つ
う
の
凡
夫
を
、
な
に
か
と
意
味
づ
け
て
夢
に
か
た
ど
り
眺
め
て
暮
し

て
来
た
だ
け
で
は
な
か
つ
た
の
か
。
龍
駿
は
ゐ
な
い
か
。
麒
麟
児
は
ゐ
な

い
か
。
も
う
は
や
、
そ
の
や
う
な
期
待
に
は
全
く
ほ
と
ほ
と
御
免
で
あ
る
。

み
ん
な
み
ん
な
昔
な
が
ら
の
彼
で
あ
つ
て
、
そ
の
日
そ
の
日
の
風
の
工
合

ひ
で
少
し
ば
か
り
色
あ
ひ
が
変
つ
て
見
え
る
だ
け
の
こ
と
だ
。

　

あ
る
人
物
が
、「
風
の
工
合
ひ
で
少
し
ば
か
り
色
あ
ひ
が
変
つ
て
見
え
る

0

0

0

」

こ
と
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
観
察
者
の
目
は
、
周
囲
の
状
況
の
変
化
に
合
わ
せ
、

観
察
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
物
ま
で
も
が
何
か
根
本
的
に
変
化
し
た
よ
う
に
感

じ
て
し
ま
い
、
ひ
と
た
び
そ
う
感
じ
る
と
、
観
察
者
は
そ
の
変
化
に
主
観
的
に

意
味
を
付
与
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
を
こ
の
小
説
は
語
っ
て
い
る
。「
龍
駿
」

や
「
麒
麟
児
」、
つ
ま
り
「
天
才
」
す
ら
、
そ
ん
な
不
確
か
な
観
察
者
の
目
の

主
観
的
副
産
物
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
実
は
こ
の
作
品
こ
そ
、
太
宰
の
初
期
作
品

の
中
で
自
然
主
義
的
〈
描
写
〉
の
限
界
に
最
も
直
接
的
に
言
及
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

た
と
え
ば
横
光
利
一
は
「
唯
物
論
的
文
学
論
に
つ
い
て
」（『
創
作
月
刊
』
昭

３
・
２
）
に
お
い
て
既
に
、「
個
性
が
い
か
に
変
化
し
な
く
と
も
、
わ
れ
わ
れ
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の
外
界
が
変
化
す
れ
ば
、
個
性
に
映
じ
る
物
象
が
変
化
す
れ
ば
、
そ
の
個
性
も

変
化
し
た
の
だ
」
と
端
的
に
述
べ
て
、「
個
性
」
の
「
変
化
」
の
根
源
を
そ
れ

を
見
る
「
個
性
」
そ
の
も
の
の
「
変
化
」
に
求
め
て
い
る
。
ま
た
、
谷
川
徹
三

は
「
文
藝
時
評
―
―
一
九
三
三
年
文
藝
界
へ
の
展
望
―
―
」（『
改
造
』
昭
８
・

１
）
の
な
か
で
、「
し
か
し
衣
裳
は
結
局
衣
裳
で
あ
つ
た
。
身
振
り
は
結
局
身

振
り
で
あ
つ
た
。
裸
の
人
間
は
そ
れ
ほ
ど
変
つ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
」
と
比
喩
を

用
い
て
述
べ
る
が
、
こ
れ
ら
は
こ
の
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
語
り
手
が
抱

い
て
い
た
感
慨
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
僕
」
と
い
う
語
り
手
の
前
に
は
、
常
に
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
人
間
が
い

る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
見
る
側
の
目
が
不
確
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
世
界
に
、
も
は
や
語
る
こ
と
の
可
能
な
特
異
な
個
も
存
在
し
な
い

こ
と
に
な
る
。
個
を
捉
え
る
目
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、「
天
才
」
も
ま
た
存
在

し
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
残
る
の
は
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
移
り
変
わ

っ
て
い
く
瞬
間
の
印
象
だ
け
で
あ
る
。

瞬
間
／
断
片
の
羅
列

　

で
は
、「
僕
」
と
い
う
語
り
手
は
、「
青
扇
」
に
つ
い
て
何
も
語
る
こ
と
が
で

き
な
い
ま
ま
、
こ
の
作
品
は
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。

そ
の
時
そ
の
時
の
印
象
や
感
慨
が
、
後
か
ら
い
く
ら
で
も
上
書
き
可
能
な
不
確

か
な
も
の
で
も
、「
青
扇
」
と
い
う
人
物
の
姿
を
朧
げ
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

方
法
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
第
二
の
点
で
あ
る
。

　

第
二
は
、
実
は
こ
の
作
品
も
断
片
を
集
積
す
る
形
式
を
と
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、「
葉
」
や
「
玩
具
」
な
ど
と
は
違
い
、「
青
扇
」

と
い
う
た
だ
一
人
の
人
物
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
費
や
さ
れ
て
い
る
。
試
み
に
、

「
僕
」
と
「
青
扇
」
の
邂
逅
の
場
面
を
以
下
に
引
い
て
み
る
。

・
引
越
し
て
そ
の
日
の
ひ
る
す
ぎ
、
青
扇
は
細
君
と
一
緒
に
僕
の
家
へ
挨

拶
し
に
来
た
。
彼
は
黄
色
い
毛
糸
の
ジ
ヤ
ケ
ツ
を
着
て
、
も
の
も
の
し
く

ゲ
エ
ト
ル
を
つ
け
、
女
も
の
ら
し
い
塗
下
駄
を
は
い
て
ゐ
た
。

・
青
扇
は
、
さ
き
に
風
呂
か
ら
出
た
。
僕
は
湯
槽
の
お
湯
に
ひ
た
り
な
が

ら
、
脱
衣
場
に
ゐ
る
青
扇
を
そ
れ
と
な
く
見
て
ゐ
た
。
け
ふ
は
鼠
い
ろ
の

紬
の
袷
を
着
て
ゐ
る
。

・
う
ち
の
空
気
が
、
な
ん
だ
か
陰
気
く
さ
い
の
で
あ
る
。
玄
関
に
立
つ
た

ま
ま
で
六
畳
間
の
ほ
う
を
頸
か
し
げ
て
覗
く
と
、
青
扇
は
、
ど
て
ら
姿
で

寝
床
を
そ
そ
く
さ
と
取
り
か
た
づ
け
て
ゐ
た
。
ほ
の
ぐ
ら
い
電
燈
の
下
の

青
扇
の
顔
は
、
お
や
と
思
つ
た
ほ
ど
老
け
て
見
え
た
。

・
そ
の
日
、
青
扇
は
ス
ポ
オ
ツ
マ
ン
ら
し
く
、
襟
附
き
の
ワ
イ
シ
ヤ
ツ
に

白
い
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
、
何
か
て
れ
く
さ
そ
う
に
恥
ら
ひ
な
が
ら
出
て
来

た
。
家
ぜ
ん
た
い
が
明
る
い
感
じ
で
あ
つ
た
。

・
僕
は
そ
の
日
、
す
ぐ
に
庭
か
ら
六
畳
の
縁
側
の
ほ
う
へ
ま
わ
つ
て
み
た

の
で
あ
る
が
、
青
扇
は
猿
股
ひ
と
つ
で
縁
側
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
ゐ
て
、

大
き
い
茶
碗
を
股
の
な
か
に
い
れ
、
そ
れ
を
里
芋
に
似
た
短
い
棒
で
も
つ

て
懸
命
に
か
き
ま
わ
し
て
ゐ
た
の
だ
。
な
に
を
し
て
ゐ
る
の
で
す
と
声
を

か
け
た
。

こ
の
作
品
は
、「
僕
」
と
「
青
扇
」
の
そ
の
都
度
の
遭
遇
を
並
べ
る
こ
と
で
成

り
立
っ
て
い
る
。「
僕
」
は
「
青
扇
」
の
そ
の
日
の
服
装
に
つ
い
て
必
ず
述
べ
、

そ
の
日
の
「
青
扇
」
の
様
子
を
話
す
。「
僕
」
が
「
青
扇
」
の
服
装
を
事
細
か

に
記
憶
し
て
い
る
と
い
う
の
は
本
来
奇
妙
な
話
だ
が
、
場
面
が
別
の
日
（
あ
る
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い
は
、
同
じ
日
の
別
の
時
間
）
に
移
る
と
、
ま
た
同
じ
手
順
を
踏
ん
で
「
青
扇
」

の
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
、「
青
扇
」
は
い
っ
こ

う
の
そ
の
「
正
体
」
を
現
さ
な
い
。「
青
扇
の
何
者
で
あ
る
か
は
、
ど
う
も
僕

に
は
よ
く
つ
か
め
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」
と
言
っ
た
ま
ま
、「
僕
」
は
「
青
扇
」

と
の
遭
遇
を
、
た
だ
並
べ
立
て
て
い
く
。
一
行
空
き
の
よ
う
な
目
に
見
え
る
仕

切
り
は
な
い
が
、
場
面
と
場
面
は
確
か
に
仕
切
ら
れ
、
並
置
さ
れ
る
。
そ
の
場

面
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
「
僕
」
の
「
青
扇
」
へ
の
印
象
が
付
け
加

え
ら
れ
る
。

・
僕
は
ふ
と
プ
ー
シ
ユ
キ
ン
を
思
ひ
出
し
た
の
で
あ
る
。

・
僕
は
思
わ
ず
ぽ
ろ
つ
い
と
、
燃
え
る
マ
ツ
チ
を
と
り
落
し
た
の
で
あ
る
。

悪
鬼
の
面
を
見
た
か
ら
で
あ
つ
た
。

・
こ
れ
は
ひ
と
つ
、
あ
の
め
ぐ
ま
れ
な
い
老
い
た
青
年
の
た
め
に
僕
の
そ

の
不
自
由
を
し
の
ん
で
や
ら
う
。

・
彼
が
僕
に
影
響
を
与
へ
て
い
る
の
か
、
僕
が
彼
に
影
響
を
与
へ
て
い
る

の
か
、
ど
ち
ら
か
が
ヴ
ア
ン
ピ
イ
ル
だ
。

・
プ
ー
シ
ユ
キ
ン
で
は
な
い
。
僕
の
以
前
の
店
子
で
あ
つ
た
ビ
イ
ル
会
社

の
技
師
の
白
い
頭
髪
を
短
く
角
刈
に
し
た
老
婆
の
顔
に
そ
つ
く
り
で
あ
つ

た
の
で
あ
る
。

「
僕
」
は
こ
う
し
た
刹
那
の
印
象
で
「
青
扇
」
の
人
物
像
を
つ
く
り
あ
げ
よ
う

と
す
る
。「
青
扇
」
の
変
化
の
原
因
を
、
作
中
の
「
マ
ダ
ム
」
は
「
み
ん
な
女

か
ら
の
影
響
」
と
言
う
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
が
必
要

だ
。
同
居
す
る
女
性
が
変
わ
る
よ
う
に
な
る
前
か
ら
、「
僕
」
に
会
う
た
び
ご

と
に
「
青
扇
」
は
異
な
る
印
象
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
変
化
の
過
程
は
描
か

れ
ず
、
そ
の
日
の
「
青
扇
」
の
姿
が
次
々
と
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
の
連
続
の
よ

う
に
繰
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
右
の
引
用
の
最
後
の
「
老
婆
の
顔
」
が
最
終

的
な
「
正
体
」
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
等
価
に
並
ん
で
い
る
だ
け

で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
方
法
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
作
中
に
示
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

・
渡
り
鳥
と
い
ふ
の
は
悲
し
い
鳥
で
す
な
。
旅
が
生
活
な
の
で
す
か
ら
ね

え
。
ひ
と
と
こ
ろ
に
じ
つ
と
し
て
を
れ
な
い
宿
命
を
負
う
て
ゐ
る
の
で
す
。

わ
た
く
し
、
こ
れ
を
一
元
描
写
で
や
ら
う
と
思
う
の
さ
。
私
と
い
う
若
い

渡
り
鳥
が
、
た
だ
東
か
ら
西
、
西
か
ら
東
と
う
ろ
う
ろ
し
て
ゐ
る
う
ち
に

老
い
て
し
ま
ふ
と
い
う
主
題
な
の
で
す
。

・
よ
い
作
家
は
す
ぐ
れ
た
独
自
の
個
性
ぢ
や
な
い
か
。
高
い
個
性
を
創
る

の
だ
。
渡
り
鳥
に
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
す
。

「
青
扇
」
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
、
同
時
代
の
言
説
か
ら
確
認
し
て
お
こ

う
。
次
の
瀬
沼
茂
樹
の
言
は
、「
青
扇
」
の
陥
っ
て
い
る
事
態
を
教
え
て
い
る
。

瀬
沼
は
「
現
代
小
説
に
お
け
る
性
格
描
写
」（『
新
潮
』
昭
９
・
１
）
に
お
い
て
、

「
優
れ
た
小
説
の
根
柢
を
な
す
も
の
は
、
プ
ロ
ッ
ト
の
構
成
、
ス
テ
イ
ル
の
斉

一
よ
り
以
上
に
、
実
に
力
強
い
性
格
の
創
造

0

0

0

0

0

で
あ
」
る
と
し
て
い
る
が
、
続
け

て
「
現
代
の
小
説
の
特
質
は
性
格
の
崩
壊
、
も
し
く
は
無
性
格
に
あ
り
、
今
日

の
小
説
の
う
ち
に
、
殊
に
若
き
世
代
の
小
説
の
う
ち
に
、
第
一
流
の
小
説
が
乏

し
い
の
も
、
ま
た
か
か
る
力
強
い
実
在
的
な
性
格
が
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
」

っ
て
、「
か
く
し
て
、
性
格
措
定
の
問
題
は
、
レ
ア
リ
ズ
ム
的
創
作
方
法
の
問

題
の
一
つ
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　
「
青
扇
」
は
「
高
い
個
性
」
を
創
れ
な
い
自
分
は
「
渡
り
鳥
」
だ
と
い
う
。

直
感
的
に
「
青
扇
」
に
同
じ
「
体
臭
」
を
感
じ
、「
君
も
僕
も
渡
り
鳥
だ
」
と
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言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
「
不
安
」
を
感
じ
取
っ
た
「
僕
」
に
お
い
て
も
、
事
態

は
同
じ
で
あ
っ
た
ろ
う
。「
僕
」
の
抱
く
思
念
も
、「
渡
り
鳥
」
の
よ
う
に
同
じ

と
こ
ろ
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
時
そ
の
時
に
よ
っ
て
、
観
察
者
の
持
つ
感
慨

や
印
象
は
変
化
す
る
。
そ
れ
は
観
察
さ
れ
る「
個
」そ
の
も
の
の
変
化
に
等
し
い
。

こ
の
こ
と
が
一
度
明
ら
か
に
な
れ
ば
、「
一
元
描
写
」
な
ど
の
よ
う
に
、
一
つ

の
統
御
点
か
ら
人
物
の
性
格
を
描
写
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
に
な
ろ

う
。

　

た
だ
し
、
人
の
目
に
映
る
個
が
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
変
化
し
て
し
ま
う
も

の
だ
と
し
て
も
、
作
中
に
は
そ
れ
に
対
抗
し
得
る
一
つ
の
方
法
が
示
さ
れ
て
い

る
。「

出
鱈
目
は
、
天
才
の
特
質
の
ひ
と
つ
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
け
れ
ど
。

そ
の
瞬
間
瞬
間
の
真
実
だ
け
を
言
ふ
の
で
す
。
豹
変
と
い
ふ
言
葉
が
あ
り

ま
す
ね
。
わ
る
く
い
へ
ば
オ
ポ
チ
ユ
ニ
ス
ト
で
す
。」

「
個
」
を
描
く
不
可
能
に
気
づ
い
た
語
り
手
が
で
き
る
こ
と
と
い
え
ば
、
こ
こ

に
あ
る
よ
う
に
「
瞬
間
瞬
間
の
真
実
を
言
ふ
」
こ
と
く
ら
い
で
あ
ろ
う
。「
豹

変
」
こ
そ
が
当
然
の
姿
で
あ
る
以
上
、「
出
鱈
目
」
で
「
オ
ポ
チ
ユ
ニ
ス
ト
（
日

和
見
主
義
者
）」
と
言
わ
れ
て
も
、そ
れ
以
外
の
方
法
は
な
い
の
で
あ
る
。「
僕
」

が
「
青
扇
」
を
刹
那
の
印
象
で
切
り
取
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に
は
、
こ
う
し
た

理
由
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

自
ら
の
主
観
す
ら
信
じ
ら
れ
な
い
「
僕
」
は
敢
え
て
過
去
と
現
在
の
二
つ
の

時
間
軸
を
示
し
、あ
る
い
は
「
青
扇
」
の
そ
の
日
そ
の
日
の
様
子
を
並
べ
立
て
る
。

い
ず
れ
も
「
瞬
間
」
と
い
う
名
の
断
片
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

も
は
や
〈
性
格
描
写
〉
と
呼
べ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
語
り
手

「
僕
」
の
主
観
的
真
実
を
羅
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
れ
が
正
し
く
、

ど
れ
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
並
置
さ
れ
た
「
青
扇
」
の
姿

か
ら
、読
者
は
い
か
な
る
意
味
も
読
み
取
っ
て
よ
い
。「
僕
」
の
話
を
聞
く
「
君
」

と
同
様
に
、
こ
の
作
品
の
読
者
も
「
青
扇
」
の
「
正
体
」
や
性
格
を
そ
れ
ぞ
れ

に
想
像
す
る
だ
ろ
う
。
作
者
と
読
者
の
主
従
関
係
は
既
に
逆
転
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

相
馬
正
一
氏
は
、
作
者
が
「
こ
の
頃
す
で
に
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
を
執
筆
し
て

お
り
、
他
方
「
僕
」
を
狂
言
回
し
に
し
て
実
験
を
試
み
た
「
道
化
の
華
」
も

脱
稿
済
み
な
の
で
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
重
な
ら
な
い
形
式
を
選
ん
だ
」
と
い

う）
16
（

。
し
か
し
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
語
り
手
「
僕
」
は
自
ら
の
体
験
を
単

に
語
る
と
い
う
方
法
は
取
っ
て
い
な
い
。「
青
扇
」を
対
象
に
し
て
い
る
よ
う
で
、

実
は
語
り
手
で
あ
る「
僕
」自
身
が
前
景
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は「
君
」

と
い
う
聞
き
手
を
意
識
す
る
こ
と
で
、「
僕
」
が
自
分
自
身
を
対
象
化
し
得
た

こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、「
僕
」
を
対
象
化
す
る
「
僕
」
が
設
定
さ
れ
る
作
品
と
い
う
点
で
は
、

む
し
ろ
「
道
化
の
華
」（『
日
本
浪
漫
派
』
昭
10
・
５
）
な
ど
に
近
い
方
法
が
取

ら
れ
て
い
る
。「
道
化
の
華
」
の
語
り
手
が
自
分
の
小
説
に
注
釈
を
加
え
な
が

ら
、「
あ
あ
、
も
う
僕
を
信
ず
る
な
。
僕
の
言
ふ
こ
と
を
ひ
と
こ
と
も
信
ず
る

な
。」
と
言
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
に
、「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の

語
り
手
も
、
自
分
の
語
れ
る
こ
と
の
限
界
を
示
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
主
観

の
変
奏
を
描
写
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
並
べ
て
い
く
と
い
う
方
法
を
編
み
出

し
て
い
る
。
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冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
詩
的
な
方
法
へ
の
接
近
を
示
す
も
の
で

も
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
こ
の
作
品
の
冒
頭
（
プ
ロ
ロ
ー
グ
）
の
次
の

部
分
を
見
て
お
き
た
い
。

見
渡
し
た
と
こ
ろ
、
郊
外
の
家
の
屋
根
屋
根
は
、
不
揃
ひ
だ
と
思
わ
な
い

か
。
君
は
き
つ
と
、
銀
座
か
新
宿
の
デ
パ
ア
ト
の
屋
上
庭
園
の
木
柵
に
よ

り
か
か
り
、
頬
杖
つ
い
て
、
巷
の
百
万
の
屋
根
屋
根
を
ぼ
ん
や
り
見
お
ろ

し
た
こ
と
が
あ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
巷
の
百
万
の
屋
根
屋
根
は
、
皆
々
、

同
じ
大
き
さ
で
同
じ
形
で
同
じ
色
あ
ひ
で
、
ひ
し
め
き
合
ひ
な
が
ら
か
ぶ

さ
り
か
さ
な
り
、
は
て
は
黴
菌
と
車
塵
と
で
う
す
赤
く
に
ご
ら
さ
れ
た
巷

の
霞
の
な
か
に
そ
の
端
を
沈
没
さ
せ
て
ゐ
る
。
君
は
そ
の
屋
根
屋
根
の
し

た
の
百
万
の
一
律
な
生
活
を
思
ひ
、
眼
を
つ
ぶ
つ
て
ふ
か
い
溜
息
を
吐
い

た
に
ち
が
ひ
な
い
の
だ
。
見
ら
れ
る
と
ほ
り
、
郊
外
の
屋
根
屋
根
は
、
そ

れ
と
違
ふ
。
一
つ
一
つ
が
、
そ
の
存
在
の
理
由
を
、
ゆ
つ
た
り
と
主
張
し

て
ゐ
る
や
う
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に「
郊
外
の
屋
根
屋
根
」を
見
な
が
ら
語
ら
れ
る
プ
ロ
ロ
ー
グ
は
、「
冗

長
」
と
評
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
程）

17
（

度
で
、
長
々
と
「
青
扇
」
の
物
語
の
前
段
階

が
語
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

そ
の
中
で
、
山
口
俊
雄
氏
は
「
こ
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
部
分
の
役
割
は
、
大
都
市

《
郊
外
》
の
住
人
の
あ
り
方
は
そ
の
個
性
・
多
様
性
で
も
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
《
存

在
理
由
》
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
、《
僕
》
の
視
覚
的
か
つ
認
識
論

的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
上
で
、
こ
の
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
中
に
、
特
に
《
知
ら
せ
て
お
き
た
い
生
活
》
と
し
て
、
主
要
人

物
で
あ
る
青
扇
と
マ
ダ
ム
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
位
置
づ
け
る
こ
と
だ
っ
た
」
と
指

摘
し
た）

18
（

。

　

こ
の
指
摘
を
本
論
の
趣
旨
と
照
ら
し
合
わ
せ
つ
つ
言
い
換
え
る
な
ら
、
こ
の

プ
ロ
ロ
ー
グ
に
あ
る
「
左
官
屋
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
が
一
つ
の
掌
編
的
作
品

―
―
コ
ン
ト
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
郊
外
の
住
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
生
活
」

は
、
い
わ
ば
一
つ
一
つ
の
コ
ン
ト
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
、ま
っ
た
く
別
の
色
合
い
を
持
ち
、互
い
に
無
関
係
な
が
ら
、「
屋
根
屋
根
」

と
同
様
に
、
隣
合
い
、
ひ
し
め
き
合
っ
て
並
ん
で
い
る
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
語
り

か
ら
は
、
総
体
と
し
て
そ
の
よ
う
に
成
り
立
つ
、「
僕
」
の
認
識
上
の
世
界
の

姿
が
窺
え
る
。

　

次
い
で
本
編
で
は
、「
青
扇
」
の
各
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
独
立
し
た
コ
ン

ト
と
し
て
並
び
、
隣
り
合
っ
て
い
る）

19
（

。
極
端
な
言
い
換
え
を
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ

れ
の
コ
ン
ト
は
、「
青
扇
」
と
い
う
固
有
名
だ
け
は
同
じ
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に

別
個
の
人
物
が
登
場
し
て
い
る
の
に
近
い
。
こ
う
す
る
こ
と
で
、「
青
扇
」
一

人
の
「
性
格
」
を
力
強
く
描
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
総
体
と
し
て
「
青

扇
」
が
ど
う
い
っ
た
人
物
か
、
朧
げ
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。

　
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
よ
り
先
に
発
表
さ
れ
て
い
る
「
葉
」
の
断
片
集
積

形
式
も
、
叙
述
の
内
容
を
伝
え
る
以
上
に
、
断
片
同
士
の
響
き
あ
い
の
効
果
を

狙
っ
て
い
る
。
断
片
の
集
積
と
い
う
形
式
自
体
、「
瞬
間
」
を
重
ね
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
作
者
は
言
葉
を
提
示
す
る
媒
体
に
徹
し
、
読
者
に
よ
っ
て
言

葉
そ
の
も
の
か
ら
喚
起
さ
れ
る
も
の
に
期
す
る
方
法
で
あ
る
。『
晩
年
』
の
諸

作
品
の
根
底
に
は
、
こ
う
い
っ
た
自
覚
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
留
意
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
優
れ
て
象
徴
主
義
的
な
方
法
で
も
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
場
合
、「
青
扇
」
と
い
う
同
一
人
物
を

対
象
に
据
え
た
こ
と
で
、
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
読
み
取
り
得
る
構
造
に
な
っ
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て
い
る
。
こ
れ
は
重
要
な
点
で
あ
る
。「
葉
」
の
断
片
同
士
は
、
基
本
的
に
互

い
に
無
関
係
な
言
葉
の
連
な
り
で
あ
る
が
、
一
方
、「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
は
、

断
片
（
コ
ン
ト
）
同
士
が
ま
っ
た
く
断
絶
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、「
青
扇
」

と
い
う
人
物
を
通
じ
て
つ
な
が
れ
る
。
こ
の
点
は
、
断
片
同
士
、
言
葉
同
士
の

響
き
あ
い
か
ら
生
ま
れ
る
詩
（
ポ
エ
ジ
ー
）
と
、
そ
れ
を
プ
ロ
ッ
ト
に
乗
せ
て

表
現
す
る
こ
と
は
可
能
か
と
い
う
問
題
に
、
実
は
太
宰
が
取
り
組
も
う
と
し
て

い
た
可
能
性
を
窺
わ
せ
る）

20
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
稿
を
用
意
し
た
い
。

　

な
お
、
こ
う
い
っ
た
断
片
を
重
ね
る
方
法
は
、
形
を
変
え
て
は
い
る
が
、
太

宰
の
後
の
作
品
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
太
宰
の
代
表
作
の
一
つ
と
も
言
え

る
「
富
嶽
百
景
」（『
文
体
』
昭
14
・
２
～
３
）
が
、
折
節
の
様
々
な
富
士
山
の

印
象
を
コ
マ
撮
り
す
る
よ
う
に
記
す
こ
と
で
、
現
実
の
富
士
山
で
は
な
く
イ
メ

ー
ジ
の
富
士
山
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
彼
は
昔
の
彼
な
ら

ず
」
で
試
み
ら
れ
た
主
観
の
変
奏
を
羅
列
す
る
方
法
と
真
っ
直
ぐ
に
つ
な
が
っ

て
い
る

（
2
1
）。

初
期
作
品
で
獲
得
さ
れ
た
方
法
は
、
工
夫
を
加
え
つ
つ
後
の
作
品
の

方
法
と
し
て
も
活
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

注（
１
） 

「
太
宰
治
と
い
う
物
語
―
―
「
作
中
人
物
的
作
家
」
の
方
法
―
―
」（『
太
宰

治
と
い
う
物
語
』
平
13
・
３
、
筑
摩
書
房
）

（
２
） 

「『
晩
年
』
に
お
け
る
〝
詩
〟
と
〝
小
説
〟
―
―
太
宰
治
「
玩
具
」「
葉
」
論
―
―
」

（『
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
』
平
４
・
１
）

（
３
） 

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
太
宰
の
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン

ス
象
徴
主
義
へ
の
接
近
に
関
し
て
は
、拙
論
「
太
宰
治
「
め
く
ら
草
紙
」
論
―
―
〈
空

虚
〉
な
〈
私
〉
と
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
象
徴
主
義
―
―
」（『
稿
本
近
代
文
学
』
平
24
・

12
）
で
言
及
し
た
。

（
４
） 

鶴
谷
憲
三
「『
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
』」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
60
・
11
）。
ま

た
同
氏
の
、「《
喪
失
》
の
自
覚
―
―
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
と
「
渡
り
鳥
」
と
―

―
」（『
日
本
文
学
研
究
』
平
９
・
１
）
も
参
照
し
た
。

（
５
） 

注
４
に
同
じ

（
６
） 

「「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
作
品
的
意
味
―
―
太
宰
治
と
自
我
喪
失
の
不
安

―
―
」（『
国
文
学
攷
』平
２
・
９
）。
ま
た
同
氏
の「「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」論
」（『
太

宰
治
研
究
９
』
平
13
・
６
）
も
参
照
し
た
。

（
７
） 

「
自
我
と
い
う
影
絵
―
―
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
の
風
景
―
―
」（『
活
水

日
文
』
昭
56
・
３
→
『
終
末
へ
の
序
章
―
―
太
宰
治
論
―
―
』
平
13
・
３
、
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
）。

（
８
） 

「「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
平
13
・
４
）

（
９
） 

「
太
宰
治
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
論
覚
え
書
―
―
「
僕
」
の
こ
と
ば
の
信

憑
性
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
平
16
・
３
）

（
10
） 

「「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
試
論
―
―
〈
潜
在
二
人
称
〉
に
関
す
る
考
察
―
―
」

（『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
平
18
・
７
）。
こ
の
ほ
か
、
こ
の
作
品
を
チ
ェ
ー
ホ
フ

の
「「
可
愛
い
女
」
の
男
版
」
と
い
う
小
林
幹
也
「
太
宰
治
「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」

論
」（『
近
畿
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
』
平
16
・
３
）
な
ど
も
あ
る
。

（
11
） 

「
僕
」
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
や
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
天
才
論
を
根
拠
と

し
て
「
青
扇
」
に
「
天
才
」
を
見
る
が
、
後
に
「
青
扇
」
の
行
動
が
み
な
「
真
似
」

だ
と
思
っ
て
失
望
す
る
の
も
、
こ
れ
ら
天
才
論
中
の
記
述
に
沿
っ
て
い
る
。
い
ず
れ

も
、
そ
の
当
て
は
め
方
は
恣
意
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
、

『
意
志
と
現
識
と
し
て
の
世
界
』上
巻（
大
意
訳
。
北
昤
吉
監
修
、昭
２
・
９
、潮
文
閣
）

を
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
『
天
才
論
』
は
改
造
文
庫
版
（
辻
潤
訳
、
昭
５
・
10
）
を
参
照
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し
た
。

（
12
） 
作
中
に
、「
青
扇
」
が
「
研
究
」
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
、「
一
人
合
点
」
だ

と
述
べ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
注
11
に
記
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
「
僕
」
が
若
い
頃
か

ら
興
味
を
持
っ
て
き
た
「
天
才
」
探
し
の
恣
意
性
・
主
観
性
を
暗
示
す
る
言
と
も
取

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
、「
僕
」
自
身
の
語
り
を
相
対
化
す
る
文
言

が
随
所
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
点
は
検
討
さ
れ
て
よ
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

（
13
） 

「
反
射
す
る
〈
君シ
フ
タ
ー

―
僕
〉、
増
殖
す
る
〈
青
年
〉
―
―
太
宰
治
『
彼
は
昔
の
彼

な
ら
ず
』
試
論
―
―
」（『
文
芸
研
究
』
平
17
・
３
→
『
昭
和
十
年
前
後
の
太
宰
治
―

―
「
青
年
」・
メ
デ
ィ
ア
・
テ
ク
ス
ト
―
―
』
平
21
・
３
、
ひ
つ
じ
書
房
）

（
14
） 

小
森
陽
一
氏
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
「「
僕
」
と
い
う
言
葉
が
、
発
話
行
為

の
主
体
を
指
し
示
す
機
能
を
弱
め
て
ゆ
き
、
物
語
の
中
で
行
為
す
る
語
ら
れ
る
対
象

と
し
て
の
「
僕
」
を
指
示
す
る
機
能
が
強
く
な
っ
て
い
く
」
と
説
明
し
て
い
る
（「
人

称
性
の
ゆ
ら
ぎ
―
―
太
宰
治
と
語
り
―
―
」、『
文
学
』
平
10
・
４
）。
氏
は
人
称
性

に
注
目
し
て
こ
う
述
べ
る
が
、
本
論
は
「
僕
」
に
よ
っ
て
自
覚
的
に
過
去
と
現
在
の

二
つ
の
時
間
軸
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
。

（
15
） 

長
原
し
の
ぶ
氏
は
、「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」
に
登
場
す
る
「
僕
」
の
語
り

に
表
れ
る
登
場
人
物
三
人
の
関
係
を
整
理
し
て
、「
無
意
識
の
甘
え
」
を
持
つ
「
青
扇
」

と
そ
れ
に
同
化
し
た
い
「
僕
」
と
い
う
一
対
の
関
係
と
、
そ
う
い
っ
た
状
況
を
許
し

て
「
青
扇
」
を
庇
護
す
る
存
在
と
し
て
「
マ
ダ
ム
」
が
お
り
、
そ
の
三
人
の
関
係
そ

の
も
の
を
認
識
・
観
察
す
る
さ
ら
な
る
「
僕
」
が
い
る
と
い
う
図
式
を
描
い
て
い
る
。

長
原
氏
は
、こ
う
い
っ
た
図
式
が
「「
青
扇
」
が
現
状
に
捕
わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

「
僕
」
は
自
己
を
持
た
な
い
故
に
他
者
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
自
身
を
保
っ

て
い
る
「
青
扇
」
に
己
の
姿
を
見
る
こ
と
で
、
最
終
的
に
「
青
扇
」
が
認
識
し
て
な

い
地
点
に
立
っ
た
」
こ
と
で
成
立
す
る
と
い
う
（「
太
宰
治
『
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
』

論
―
―
「
マ
ダ
ム
」
像
か
ら
の
考
察
―
―
」、『
日
本
文
芸
研
究
』
平
13
・
３
）。
し

か
し
、
本
論
は
、
こ
の
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、「
僕
」
自
身
も
自
己
を
客
観
的
に
見

る
位
置
に
立
つ
こ
と
は
な
い
と
読
む
。

（
16
） 

「『
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
』」（『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
58
・
６
）。

（
17
） 

注
16
に
同
じ

（
18
） 

「
隣
人
は
天
才
か
も
し
れ
な
い
―
―
太
宰
治「
彼
は
昔
の
彼
な
ら
ず
」論
―
―
」

（『
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
国
文
学
科
編
』
平
17
・
３
）

（
19
） 

太
宰
が
〈
コ
ン
ト
〉
を
、
ジ
ャ
ン
ル
の
固
定
を
拒
否
す
る
詩
的
な
短
文
と
し

て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
、
拙
論
「
太
宰
治
の
〈
コ
ン
ト
〉、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ン
ル
の

撹
乱
―
―
「
盗
賊
」
と
東
京
帝
大
仏
文
研
究
室
―
―
」（『
太
宰
治
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』

別
冊
、
平
25
・
６
）
で
述
べ
た
。

（
20
） 

安
藤
宏
「
エ
ス
プ
リ
・
ヌ
ー
ボ
ー
と
純
粋
小
説
」（
野
山
嘉
正
編
『
詩
う
作

家
た
ち
』
平
９
・
４
、
至
文
堂
）
に
、
こ
の
問
題
へ
の
言
及
が
あ
る
。

（
21
） 

「
富
嶽
百
景
」
の
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
好
川
佐
苗
「「
富
嶽
百
景
」
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
―
―
写
真
的
感
性
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（『
日
本
文
学
』
平
19
・
10
）
に

詳
し
い
。

※
太
宰
治
作
品
本
文
は
『
太
宰
治
全
集
２
』（
平
10
・
５
、
筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。

他
の
引
用
文
献
も
含
め
て
、
漢
字
の
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。


