
「
問
題
の
所
在
－
太
平
洋
戦
争
に
際
会
し
た
 
 

太
宰
の
家
庭
に
対
す
る
姿
勢
 
 

太
平
洋
戦
争
に
際
会
し
た
太
宰
治
は
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
家
庭
に
接
し
 
 

よ
う
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
太
宰
み
ず
か
ら
が
こ
の
間
題
に
つ
い
て
生
 
 

の
吉
葉
で
語
っ
た
こ
と
は
な
く
、
そ
の
内
実
の
解
明
を
試
み
た
先
行
研
究
 
 

も
管
見
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
 
 
 

だ
が
太
宰
は
、
「
十
二
月
八
日
」
 
（
『
婦
人
公
論
』
昭
1
7
・
2
）
 
と
い
う
 
 

太
平
洋
戦
争
開
戦
直
後
に
執
筆
し
た
彼
の
小
説
作
品
に
、
こ
の
間
題
に
対
 
 

す
る
答
え
を
盛
り
込
ん
で
い
た
と
見
え
る
。
開
戦
日
一
日
の
様
子
を
素
直
 
 

に
「
日
記
」
に
綴
る
「
私
」
と
い
う
人
物
の
目
に
映
っ
た
「
主
人
」
の
姿
 
 

に
、
太
平
洋
戦
争
に
際
会
し
た
太
宰
自
身
の
彼
の
家
庭
に
対
す
る
姿
勢
を
 
 

刷
り
込
ま
せ
て
い
た
と
見
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
下
本
論
文
で
は
、
「
十
二
月
八
日
」
作
品
世
界
を
精
撤
に
読
み
取
っ
 
 

て
い
き
、
太
平
洋
戦
争
に
際
会
し
た
太
宰
が
（
明
る
さ
を
装
う
）
 
こ
と
を
 
 

家
庭
に
対
す
る
己
の
姿
勢
と
思
い
定
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
 
 

述
し
て
み
た
い
。
 
 

太
宰
治
・
（
明
る
さ
を
装
う
）
 
心
構
え
 
 

－
 
「
十
二
月
八
日
」
 
論
 
－
 
 

二
、
心
も
と
な
い
「
私
」
 
 

「
十
二
月
八
日
」
は
、
「
日
本
の
ま
づ
し
い
家
庭
の
主
婦
」
と
名
乗
る
 
 

「
私
」
と
い
う
人
物
の
「
昭
和
十
六
年
の
十
二
月
八
日
」
の
「
日
記
」
と
 
 

い
う
設
定
の
小
説
作
品
で
あ
る
。
 
 
 

「
日
記
」
の
書
き
手
「
私
」
は
太
平
洋
戦
争
開
戦
日
を
ど
の
よ
う
な
思
 
 

い
で
過
ご
し
た
の
か
。
こ
の
点
を
ま
ず
押
さ
え
て
お
き
た
い
。
 
 
 

開
戦
を
報
じ
る
ラ
ジ
オ
放
送
を
聞
い
た
直
後
の
「
日
本
も
、
け
さ
か
ら
、
 
 

ち
が
ふ
日
本
に
な
つ
た
の
だ
」
と
い
う
感
動
の
様
子
や
、
「
あ
あ
、
誰
か
 
 

と
、
う
ん
と
戦
争
の
話
を
し
た
い
。
や
り
ま
し
た
わ
ね
、
い
よ
い
よ
は
じ
 
 

ま
つ
た
の
ね
え
、
な
ん
て
」
と
は
し
ゃ
ぐ
様
子
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
私
」
 
 

（
1
）
 
 

は
開
戦
を
西
洋
列
強
の
抑
圧
か
ら
の
解
放
と
認
識
し
、
戦
時
体
制
に
厚
い
 
 

信
頼
を
寄
せ
、
そ
の
体
制
に
誠
実
に
生
き
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
た
「
私
」
の
戦
時
体
制
に
対
す
る
信
頼
感
は
、
太
平
洋
戦
争
が
 
 

勃
発
す
る
直
前
の
昭
和
十
六
年
十
月
、
当
時
の
日
本
政
府
が
戦
力
確
保
を
 
 

目
的
に
大
学
・
専
門
学
校
・
実
業
学
校
の
修
行
年
限
を
短
縮
し
、
卒
業
を
 
 

急
遽
三
ケ
月
繰
り
上
げ
た
こ
と
を
受
け
、
「
早
大
の
佐
藤
さ
ん
」
「
帝
大
の
 
 

厳
 
 

大
 
漢
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堤
さ
ん
」
と
い
う
二
人
の
学
生
の
大
学
卒
業
が
早
ま
っ
た
こ
と
を
「
め
で
 
 

た
く
卒
業
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
や
、
「
六
升
」
の
 
「
清
酒
」
を
「
隣
組
 
 

九
軒
」
で
均
等
に
分
け
合
う
と
い
う
戦
時
国
家
体
制
が
も
た
ら
し
た
難
複
 
 

に
対
し
て
、
「
六
升
を
九
等
分
す
る
の
は
、
な
か
な
か
、
む
づ
か
し
い
」
 
 

と
言
う
だ
け
で
不
満
を
垂
ら
さ
な
い
態
度
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
作
品
冒
頭
 
 

部
の
「
日
記
」
を
書
く
現
時
点
に
お
け
る
「
私
」
が
、
「
昭
和
十
六
年
の
 
 

十
二
月
八
日
」
を
「
紀
元
二
千
七
百
年
の
美
し
い
お
祝
ひ
」
 
の
明
る
い
将
 
 

来
を
切
り
開
く
「
大
事
な
日
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
 
 

う
に
、
「
日
記
」
を
書
く
現
在
に
お
い
て
も
「
私
」
 
は
同
様
の
思
い
を
持
 
 

ち
続
け
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
「
私
」
が
戦
時
体
制
を
信
頼
す
る
こ
と
に
は
、
太
平
洋
戦
 
 

争
開
戦
が
 
「
私
」
自
身
の
生
活
に
変
化
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
 
 

い
う
期
待
感
が
そ
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
。
開
戦
を
報
じ
る
ラ
ジ
オ
放
送
 
 

を
聞
い
た
 
「
私
」
 
の
心
が
、
「
そ
れ
を
、
じ
つ
と
聞
い
て
ゐ
る
う
ち
に
、
 
 

私
の
人
間
は
変
つ
て
し
ま
つ
た
」
と
、
内
な
る
変
化
を
最
初
に
感
じ
た
後
 
 

に
、
「
日
本
も
、
け
さ
か
ら
、
ち
が
ふ
日
本
に
な
つ
た
の
だ
」
と
、
戦
時
 
 

体
制
に
対
す
る
信
頼
と
期
待
へ
繋
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
見
過
ご
し
て
は
 
 

な
ら
な
い
。
己
の
置
か
れ
て
い
る
現
状
を
打
開
し
よ
う
と
す
る
強
い
欲
求
 
 

が
戦
争
勃
発
を
肯
定
す
る
強
烈
な
磁
場
と
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
か
 
 

う
い
ふ
世
に
生
ま
れ
て
生
甲
斐
さ
へ
感
ぜ
ら
れ
る
。
か
う
い
ふ
世
に
生
ま
 
 

れ
て
、
よ
か
つ
た
」
と
思
う
こ
と
や
、
ラ
ジ
オ
放
送
を
聞
い
て
「
涙
が
出
 
 

て
困
つ
た
」
「
全
身
が
震
へ
て
恥
づ
か
し
い
程
だ
つ
た
」
こ
と
や
、
「
夕
刊
」
 
 

を
「
隅
々
ま
で
読
ん
で
、
感
激
を
あ
ら
た
に
し
た
」
こ
と
な
ど
、
「
私
」
 
 

が
抱
く
こ
れ
ら
の
感
動
・
抑
揚
感
に
は
、
開
戦
を
機
に
自
身
の
生
活
が
変
 
 

化
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
思
い
が
そ
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

日 さ 

傍 こ 

う 

し 

変 戦 
て 

た争による現 

状 

打開 

ら の期 

ず、 
も寒さ 

待感 
は 

「私」 さ 、 

濯 つ 

が さ 作品 

太平 
と 

起 
洋 

冒頭 

き 続け 人 
戦 て 
争開 雨 

戸 部で述 

戦  を  懐  
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夜
通
し
外
に
干
す
行
為
そ
れ
自
体
が
す
で
に
間
遠
っ
た
洗
濯
の
仕
方
で
あ
 
 

ろ
う
が
、
そ
れ
が
他
で
も
な
く
、
赤
ん
坊
の
肌
に
直
接
触
れ
る
「
お
む
つ
」
 
 

と
な
る
と
事
態
は
さ
ら
に
深
刻
と
な
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
、
気
温
が
 
 

急
激
に
落
ち
た
た
め
に
 
「
お
む
つ
」
は
凍
っ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
乾
い
て
 
 

い
な
い
の
で
あ
り
、
二
度
乾
か
し
の
羽
目
に
会
っ
て
い
る
の
で
、
衛
生
上
 
 

で
も
よ
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
私
」
が
、
こ
の
こ
と
に
気
を
揉
む
様
子
は
 
 

見
え
な
い
。
太
平
洋
戦
争
開
戦
以
前
も
「
私
」
が
こ
の
よ
う
な
 
（
心
も
と
 
 

な
い
〉
行
動
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
推
量
で
き
る
。
同
様
な
こ
と
 
 

は
、
次
の
場
面
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
 
 

だ
か
ら
、
出
来
合
ひ
の
も
の
を
買
つ
て
来
て
も
駄
目
で
せ
う
。
む
づ
 
 

か
し
い
。
 
 

こ
の
場
面
か
ら
は
、
「
国
民
服
」
を
掃
え
る
こ
と
を
「
主
人
」
に
勧
め
 
 

な
が
ら
も
、
「
寸
法
が
特
大
」
な
「
主
人
」
の
体
格
ゆ
え
に
「
出
来
合
ひ
 
 

の
も
の
」
を
買
う
わ
け
に
も
い
か
ず
に
開
戦
を
迎
え
、
開
戦
後
も
同
様
の
 
 

理
由
か
ら
「
国
民
服
」
を
「
主
人
」
に
用
意
し
て
あ
げ
ら
れ
ず
に
い
る
 
 

「
私
」
 
の
生
活
の
様
子
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
、
『
主
婦
 
 

之
友
』
 
は
昭
和
十
五
年
十
二
月
号
の
附
鐸
と
し
て
刊
行
し
た
 
「
勅
令
で
新
 
 

制
定
の
国
民
服
の
作
方
」
と
い
う
も
の
の
中
で
、
十
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
、
 
 

服
も
何
も
、
こ
し
ら
へ
て
ゐ
な
い
の
だ
。
ま
さ
か
の
時
に
は
困
る
の
 
 

ぶ
し
や
う
 
 

ぢ
や
な
い
か
し
ら
。
不
精
な
お
方
だ
か
ら
、
私
が
黙
っ
て
揃
へ
て
置
 
 

け
ば
、
な
ん
だ
こ
ん
な
も
の
、
と
お
つ
し
や
り
な
が
ら
も
、
心
の
中
 
 

本
当
に
、
前
か
ら
私
が
あ
ん
な
に
言
つ
て
ゐ
る
の
に
、
主
人
は
国
民
 
 

で
は
ほ
つ
と
し
て
着
て
下
さ
る
の
だ
ら
う
が
、
ど
う
も
寸
法
が
特
大
 
 

「
国
民
服
の
甲
号
乙
号
一
切
の
仕
立
方
」
を
詳
し
く
紹
介
・
指
導
し
て
い
 
 

（
り
こ
 
 る

。
（
着
る
人
の
身
体
に
合
わ
せ
て
、
丈
や
幅
は
適
宜
に
伸
縮
）
 
（
和
服
の
 
 

ぬ
へ
る
ほ
ど
の
方
な
ら
誰
方
に
も
簡
単
に
作
れ
ま
す
）
（
主
婦
の
常
識
と
し
 
 

て
ぜ
ひ
知
っ
て
お
い
て
頂
き
た
い
）
 
と
あ
る
。
「
国
民
服
」
 
の
必
要
性
を
 
 

強
く
感
じ
て
い
る
「
私
」
は
、
「
出
来
合
ひ
の
も
の
」
に
頼
ら
ず
と
も
、
 
 

こ
れ
ら
当
時
流
布
し
て
い
た
「
国
民
服
」
の
作
り
方
の
指
導
書
を
参
考
に
、
 
 

（
手
製
）
 
の
 
「
国
民
服
」
を
「
主
人
」
に
掃
え
て
あ
げ
る
こ
と
も
で
き
た
 
 

は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
当
時
は
、
昭
和
十
六
年
十
月
十
三
日
に
第
一
回
防
空
訓
練
が
実
 
 

施
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
各
家
庭
に
防
災
道
具
を
備
え
る
こ
と
が
主
婦
た
 
 

ち
に
積
極
的
に
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
「
私
」
は
そ
れ
ら
の
 
 

防
災
道
具
を
自
ら
用
意
し
よ
う
と
は
せ
ず
、
「
私
の
家
に
は
何
も
無
い
。
 
 

主
人
が
不
精
だ
か
ら
仕
方
が
無
い
の
だ
」
と
、
こ
れ
ま
た
「
主
人
」
の
せ
 
 

い
に
し
て
嘆
い
て
い
る
。
 
 
 

「
私
」
は
、
戦
時
体
制
に
誠
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
思
い
は
あ
る
も
の
 
 

の
、
「
私
」
自
身
の
非
力
さ
、
い
い
加
減
さ
ゆ
え
に
、
結
果
的
に
は
ど
れ
 
 

も
備
え
ら
れ
ず
に
開
戦
に
際
会
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
私
」
の
生
 
 

活
様
態
は
太
平
洋
戦
争
開
戦
後
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
私
」
が
（
心
も
と
な
い
）
生
酒
を
送
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
開
戦
後
 
 

も
変
わ
ら
な
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
は
、
「
買
ひ
物
」
の
場
面
に
も
っ
 
 

と
も
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。
 
 

と
ば
 
 
 

昼
食
の
後
買
い
物
に
出
か
け
た
 
「
私
」
は
、
「
相
変
ら
ず
、
品
が
乏
し
 
 

い
か
め
ぎ
し
 
 

い
」
と
噴
き
、
「
や
つ
ぱ
り
、
ま
た
、
烏
賊
と
目
刺
を
買
ふ
よ
り
他
は
無
 
 

め
ぎ
し
 
 

い
」
と
、
昼
食
の
時
食
べ
た
「
目
刺
」
を
ま
た
購
入
し
て
い
る
。
（
創
意
 
 

工
夫
）
が
主
婦
の
持
つ
べ
き
器
量
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
お
い
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と て 

こ 、 

「私 

」には物 
る 

資不足 

こ も、すし 
の 

時 
代 

あるか 状 
上 さ 況 
二別 ら を 

、 乗 

の 「 り 

税 切 

が 思ひ切 る 

附く つ 達 

六 て し 

私 さ 

十 」と は 
い な 

べ う い 

こ  はきも〃  の  

乙
類
 
物
品
の
価
格
百
分
の
二
十
（
現
行
百
分
の
十
）
 
 

丙
類
 
物
品
の
価
格
百
分
の
十
 
（
新
設
）
 
 

右
の
新
聞
記
事
に
確
認
さ
れ
る
（
物
品
税
）
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
と
、
 
 

は
き
も
の
 
 

「
私
」
が
購
入
す
る
「
履
物
」
 
（
（
靴
）
）
 
は
、
（
（
改
正
前
は
乙
類
）
）
 
の
箇
 
 

条
書
き
が
示
す
よ
う
に
、
税
制
改
正
以
前
は
 
（
第
一
種
 
乙
類
）
と
し
て
 
 

（
百
分
の
十
）
 
の
 
（
物
品
税
）
 
が
つ
く
品
物
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
税
制
改
 
 

正
に
よ
り
、
（
（
新
設
）
）
さ
れ
る
（
第
一
種
 
丙
類
）
に
属
す
る
品
物
と
 
 

な
り
、
（
物
品
の
価
格
百
分
の
十
）
 
の
 
（
物
品
税
）
 
が
つ
く
品
物
と
な
っ
 
 

は
き
J
b
の
 
 

て
い
た
。
要
す
る
に
、
「
履
物
」
は
、
税
制
改
正
に
よ
っ
て
 
（
第
一
種
 
 

乙
規
）
 
か
ら
 
（
第
一
種
 
丙
榎
）
 
へ
変
わ
っ
た
が
、
（
物
品
税
）
 
そ
の
も
 
 

の
は
従
来
と
変
わ
ら
な
い
 
（
百
分
の
十
）
 
の
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
 
 

は
き
も
の
 
 
 

ま
た
、
「
私
」
は
、
「
三
円
以
上
」
の
「
履
物
」
に
は
「
二
割
の
税
が
附
 
 

く
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
六
円
六
十
銭
」
を
払
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
 
 

「
物
品
税
の
課
税
物
品
と
し
て
左
の
各
号
に
稼
ぐ
る
物
品
を
追
加
 
 

す
る
こ
と
 
 

第
一
種
 
乙
類
 
（
一
定
価
格
以
上
の
も
の
に
限
る
見
込
み
）
 
 

〓
）
庭
木
並
に
庭
園
用
の
石
材
お
よ
び
石
工
品
（
…
）
 
（
六
）
釣
用
 
 

具
規
 
 

第
一
種
 
丙
頬
 
（
一
定
価
格
以
上
の
も
の
に
限
る
見
込
み
）
 
 

（
七
）
 
靴
 
（
改
正
前
は
乙
類
）
 
（
八
）
 
事
務
用
品
具
 
 

二
、
物
品
税
の
税
率
を
左
の
如
く
改
む
る
こ
と
 
 

第
一
種
 
 

甲
類
 
物
品
の
価
格
百
分
の
五
十
 
（
現
行
百
分
の
二
十
）
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は
き
も
釣
 
 

ら
は
、
「
私
」
 
の
購
入
し
た
 
「
履
物
」
 
の
 
（
物
品
税
）
抜
き
の
値
段
が
五
 
 

円
五
十
銭
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
昭
和
十
六
年
十
一
 
 

月
十
八
日
付
『
朝
日
新
聞
』
 
「
第
二
博
 
物
品
税
の
免
税
点
」
 
に
は
、
次
 
 

の
よ
う
な
規
定
が
見
ら
れ
る
。
 
 

大
蔵
省
で
は
今
議
会
に
提
出
さ
れ
て
ゐ
る
増
税
案
中
相
加
師
楓
矧
」
 

の
免
税
点
に
つ
き
十
七
日
左
の
ご
と
く
発
表
し
た
。
 
 

【
丙
類
】
 
 
 

三
十
八
 
靴
¶
コ
矧
 
 

右
の
新
聞
記
事
に
お
け
る
 
（
靴
十
二
円
）
 
と
い
う
規
定
は
、
新
し
い
税
 
 

は
き
も
の
 
 

削
下
で
は
、
（
靴
）
 
（
「
履
物
」
）
に
対
し
て
は
（
十
二
円
）
か
ら
（
物
品
税
）
 
 

を
課
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
十
二
月
八
日
」
 
 

は
き
も
の
 
 

の
 
「
私
」
 
の
購
入
し
た
 
「
履
物
」
は
、
「
三
円
以
上
」
 
か
ら
「
二
割
」
 
の
 
 

税
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
正
し
く
は
 
（
十
二
円
）
 
以
上
か
ら
 
（
一
 
 

別
）
 
の
税
が
課
せ
ら
れ
る
品
物
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
私
」
 
の
 
 

は
き
も
再
 
 

購
入
し
た
五
円
五
十
銭
の
 
「
履
物
」
は
（
免
税
点
）
が
適
用
さ
れ
、
「
私
」
 
 

は
き
も
の
 
 

は
五
円
五
十
銭
の
 
「
履
物
」
を
買
う
場
合
、
五
円
五
十
銭
を
払
え
ば
よ
い
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
「
私
」
 
は
、
「
今
月
か
ら
は
三
円
以
上
二
割
の
税
が
附
く
」
 
 

と
「
駅
の
売
店
」
の
店
主
に
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
 
 

の
か
。
 
 
 

昭
和
十
六
年
十
二
月
一
日
の
実
施
日
を
直
前
に
し
た
十
一
月
二
十
九
日
 
 

付
『
朝
日
新
聞
』
 
の
「
判
り
易
く
税
額
表
示
 
暴
利
取
調
 
業
者
に
義
務
 
 

を
負
は
す
」
と
い
う
記
事
に
は
、
（
こ
の
物
品
税
増
徴
を
口
実
に
不
徳
行
 
 

為
を
働
く
や
う
な
業
者
が
あ
つ
て
は
い
け
な
い
と
商
工
省
で
は
今
度
暴
利
 
 

行
為
等
取
締
規
制
を
発
動
し
て
業
者
に
税
額
ま
た
は
税
率
の
表
示
義
務
を
 
 

「
く
∵
 
課
す
る
）
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
当
時
の
世
情
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
「
駅
 
 

の
売
店
」
 
の
店
主
は
、
ゝ
」
う
し
た
政
府
側
の
懸
念
ど
お
り
、
複
雑
な
税
制
 
 

を
巧
妙
に
利
用
し
、
「
私
」
 
か
ら
不
当
な
利
潤
を
騙
し
取
っ
て
い
た
の
で
 
 

あ
る
 
（
税
金
抜
き
の
価
格
が
五
円
五
十
鋳
で
あ
っ
た
か
も
疑
わ
し
い
）
。
 
 
 

増
税
問
題
が
、
日
々
の
家
庭
経
済
を
直
撃
す
る
深
刻
な
問
題
で
あ
る
こ
 
 

と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
税
率
も
税
金
が
課
せ
ら
れ
る
金
額
も
把
握
せ
ず
 
 

に
買
い
物
を
し
て
い
る
「
私
」
は
、
主
婦
と
し
て
の
器
量
に
欠
け
て
い
る
 
 

と
言
え
よ
う
。
 
 
 

だ
が
、
こ
れ
と
同
時
に
考
え
る
べ
き
な
の
は
、
現
状
打
開
の
期
待
感
か
 
 

ら
靴
を
購
入
し
、
し
か
も
「
先
月
末
、
買
へ
ば
よ
か
つ
た
」
と
後
悔
の
念
 
 

を
一
瞬
抱
く
も
、
「
で
も
、
買
ひ
溜
め
は
、
あ
さ
ま
し
く
て
、
い
や
だ
」
 
 

と
戦
時
体
制
へ
の
厚
い
信
頼
を
も
っ
て
そ
の
思
い
を
一
蹴
し
て
い
る
「
私
」
 
 

が
、
戦
時
体
制
を
巧
妙
に
悪
用
し
た
人
に
騙
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
 
 

る
。
し
か
も
、
「
私
」
 
が
 
「
履
物
」
を
購
入
し
た
 
「
駅
の
売
店
」
 
は
、
踊
 
 

躇
う
こ
と
な
く
「
主
人
の
煙
草
を
買
ひ
に
駅
の
売
店
」
に
行
っ
た
こ
と
か
 
 

ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
以
前
か
ら
買
い
物
を
し
て
き
た
店
で
あ
る
。
当
然
 
 

の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
の
店
主
と
「
私
」
は
旧
知
の
間
柄
で
あ
る
。
「
此
 
 

の
親
し
い
美
し
い
日
本
の
土
」
「
此
の
神
聖
な
土
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
私
」
 
 

は
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
よ
っ
て
日
本
国
民
が
厚
い
信
頼
感
と
連
帯
感
で
結
 
 

ば
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
「
私
」
 
の
そ
の
思
い
は
身
近
な
と
 
 

こ
ろ
か
ら
裏
切
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
冷
酷
な
現
実
に
翻
弄
さ
れ
続
け
 
 

る
（
心
も
と
な
い
）
 
「
私
」
の
生
活
が
思
い
描
か
れ
る
。
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三
、
事
の
真
相
に
思
い
至
ら
な
い
「
私
」
 
 

「
日
記
」
を
練
る
「
私
」
 
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
（
「
私
」
 
 

は
一
見
し
た
と
こ
ろ
戦
意
消
沈
へ
向
か
い
か
ね
な
い
の
を
戦
争
賛
美
へ
軌
 
 

、
－
“
 
道
修
正
し
た
）
 
（
「
私
」
は
「
先
日
」
「
去
年
」
「
以
前
」
な
ど
の
語
を
頻
用
 
 

し
て
、
不
特
定
の
過
去
の
記
憶
を
次
々
と
〝
十
二
月
八
日
″
に
取
り
込
む
 
 

こ
と
で
、
他
な
ら
ぬ
〝
十
二
月
八
日
″
が
主
題
化
さ
れ
た
小
説
に
お
け
る
 
 

り
J
′
1
ト
 
 

〝
十
二
月
八
日
″
の
比
重
を
 
（
結
果
的
に
せ
よ
）
軽
く
し
て
い
く
）
 
（
〝
十
 
 

T
J
一
 
 

二
月
八
日
″
を
前
景
化
し
な
い
語
り
）
と
い
う
見
解
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
 
 

「
私
」
が
「
日
記
」
の
内
容
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
 
 

き
た
。
 
 
 

し
か
し
、
た
と
え
ば
、
「
紀
元
二
千
七
百
年
の
美
し
い
お
祝
ひ
」
と
い
 
 

う
言
葉
を
き
っ
か
け
に
思
い
出
し
た
「
主
人
」
と
「
伊
馬
さ
ん
」
 
の
 
「
紀
 
 

元
二
千
七
百
年
」
の
読
み
方
を
め
ぐ
っ
た
「
先
日
」
の
出
来
事
を
唐
突
に
 
 

も
書
き
綴
っ
て
い
く
な
ど
の
、
冒
頭
部
に
お
け
る
混
迷
の
様
子
や
、
「
私
」
 
 

の
「
日
記
」
と
さ
れ
る
「
十
二
月
八
日
」
と
い
う
架
空
の
テ
ク
ス
ト
の
表
 
 

【
h
こ
 
 

記
の
摺
れ
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
自
分
自
身
の
経
 
 

験
し
た
開
戦
日
一
日
の
様
子
を
掛
け
値
な
し
に
再
現
し
て
い
る
。
 
 
 

そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
が
、
出
来
事
に
対
し
て
「
私
」
が
抱
く
 
 

思
い
と
そ
の
出
来
事
が
本
来
持
つ
意
味
と
の
間
に
甑
醇
が
認
め
ら
れ
る
と
 
 

い
う
点
で
あ
る
。
本
作
「
十
二
月
八
日
」
が
、
「
私
」
を
相
対
的
に
読
む
 
 

こ
と
を
求
め
る
小
説
作
品
で
あ
る
こ
と
は
、
本
論
文
 
（
二
）
 
が
確
認
し
た
 
 

よ
う
に
、
「
不
精
」
「
何
も
出
来
な
い
人
な
の
だ
か
ら
心
細
い
」
と
い
う
 
 

「
主
人
」
に
対
す
る
「
私
」
の
批
評
が
、
実
は
む
し
ろ
「
私
」
自
身
に
当
 
 

て
は
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
 
 
 

十｛  

ま
ず
、
「
お
隣
の
奥
さ
ん
」
と
の
出
来
事
。
「
こ
れ
か
ら
は
大
変
で
す
わ
 
 

ね
え
」
と
「
私
」
が
戦
争
の
こ
と
を
言
い
か
け
る
と
、
「
お
隣
の
奥
さ
ん
」
 
 

は
「
い
い
え
、
何
も
出
来
ま
せ
ん
の
で
ね
え
」
と
「
恥
づ
か
し
さ
う
」
な
 
 

態
度
で
応
対
し
て
い
る
。
こ
の
「
お
隣
の
奥
さ
ん
」
の
対
応
を
受
け
た
 
 

「
私
」
は
、
「
隣
組
長
の
重
い
責
任
に
緊
張
し
て
居
ら
れ
る
の
に
ち
が
ひ
 
 

な
い
」
と
の
感
想
を
持
つ
。
し
か
し
、
「
お
隣
の
奥
さ
ん
」
の
一
連
の
言
 
 

動
は
、
「
恥
づ
か
し
さ
う
」
と
い
う
態
度
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
戦
 
 

争
に
希
望
を
抱
き
、
「
隣
組
長
」
の
役
目
に
張
り
合
い
を
感
じ
て
い
な
が
ら
 
 

も
、
謙
虚
さ
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
「
緊
張
」
 
し
て
い
た
た
 
 

め
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
私
」
は
、
そ
う
し
た
「
お
隣
の
奥
さ
ん
」
 
の
 
 

胸
中
に
は
思
い
が
至
っ
て
い
な
く
、
「
お
隣
の
奥
さ
ん
に
す
ま
な
い
」
と
、
 
 

自
分
の
言
動
が
礼
儀
に
欠
け
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
 
 
 

次
に
、
「
亀
井
さ
ん
」
一
家
を
訪
ね
る
場
面
。
「
亀
井
さ
ん
の
御
主
人
」
 
 

む
し
ろ
 
 

は
、
「
何
や
ら
勇
ま
し
い
恰
好
」
を
し
て
「
縁
の
下
に
造
を
敷
」
 
い
た
り
、
 
 

ひ
・
た
七
 
 

「
火
叩
き
や
ら
、
な
ん
だ
か
奇
怪
な
熊
手
の
や
う
な
も
の
」
を
「
門
の
前
」
 
 

に
か
け
た
り
し
て
い
る
。
「
亀
井
さ
ん
の
御
主
人
」
が
こ
う
し
た
行
動
を
 
 

と
っ
て
い
た
の
は
、
彼
が
言
う
よ
う
な
、
「
隣
組
長
」
と
し
て
模
範
を
示
そ
 
 

う
と
す
る
思
い
か
ら
で
は
な
い
と
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
本
当
は
副
組
 
 

長
な
の
だ
け
れ
ど
、
組
長
の
お
方
が
お
年
寄
り
な
の
で
、
組
長
の
仕
事
を
 
 

代
り
に
や
つ
て
あ
げ
て
ゐ
る
の
で
す
」
と
い
う
「
奥
様
」
の
吉
葉
か
ら
は
、
 
 
 

「
亀
井
さ
ん
の
御
主
人
」
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
は
、
 
 

戦
争
が
勃
発
し
た
こ
と
に
慌
て
ふ
た
め
い
て
い
た
こ
と
を
「
私
」
 
に
は
悟
 
 
 

ら
れ
ま
い
と
、
「
縁
の
下
を
温
ひ
ま
は
る
の
は
敵
前
上
陸
に
劣
ら
ぬ
苦
し
み
 
 

ひ
た
た
 
 

で
す
」
と
冗
談
を
言
っ
た
り
、
防
災
道
具
－
「
火
叩
き
や
ら
、
な
ん
だ
か
 
 

奇
怪
な
熊
手
の
や
う
な
も
の
」
を
整
備
す
る
の
は
「
隣
組
長
」
の
役
割
を
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全
う
し
よ
う
と
す
る
思
い
か
ら
な
の
だ
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
 
「
私
」
 
は
、
「
亀
井
さ
ん
の
御
主
人
は
、
本
当
に
ま
め
で
、
 
う
ん
で
い
 
 

う
ち
の
主
人
と
は
雲
泥
の
差
だ
」
と
羨
ま
し
が
る
ば
か
り
で
、
「
亀
井
さ
 
 

ん
の
御
主
人
」
が
冗
談
や
嘘
を
用
い
て
、
緊
張
し
て
い
る
こ
と
を
悟
ら
れ
 
 

ま
い
と
苦
心
し
て
い
る
こ
と
に
は
ま
っ
た
く
気
が
つ
い
て
い
な
い
。
む
ろ
 
 

ん
、
「
亀
井
さ
ん
の
御
主
人
」
を
フ
ォ
ロ
ー
し
よ
う
と
し
た
、
「
奥
様
」
 
の
 
 

胸
中
に
も
思
い
が
至
っ
て
い
な
い
。
 
 
 

午
後
訪
ね
て
き
た
「
早
大
の
佐
藤
さ
ん
」
「
帝
大
の
堤
さ
ん
」
と
の
出
 
 

来
事
に
つ
い
て
も
同
様
な
こ
と
が
言
え
る
。
二
人
は
、
「
徴
兵
検
査
」
 
の
 
 

結
果
だ
け
を
語
り
、
訪
問
の
目
的
も
「
徴
兵
検
査
」
 
の
結
果
を
「
主
人
」
 
 

に
報
告
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
い
残
し
て
帰
る
。
わ
ぎ
わ
ぎ
訪
ね
て
き
 
 

て
、
そ
の
日
の
最
大
関
心
事
で
あ
る
開
戦
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
な
い
で
 
 

帰
っ
て
し
ま
う
行
為
に
は
、
彼
ら
が
戦
争
勃
発
の
緊
張
感
を
「
私
」
 
に
悟
 
 

ら
れ
ま
い
と
苦
心
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
物
語
ら
れ
て
い
よ
う
。
だ
が
 
 

「
私
」
が
こ
の
こ
と
に
感
づ
い
て
い
る
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
 
 
 

「
私
」
 
は
も
っ
と
大
事
な
こ
と
に
も
思
い
至
っ
て
い
な
い
。
 
 
 

「
長
く
伸
ば
し
て
」
 
い
た
髪
を
「
坊
主
頭
」
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
早
 
 

大
の
佐
藤
さ
ん
」
も
「
帝
大
の
堤
さ
ん
」
も
、
出
征
を
覚
悟
し
た
う
え
で
 
 

「
徴
兵
検
査
」
に
臨
ん
だ
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
早
大
 
 

の
佐
藤
さ
ん
」
が
望
み
ど
お
り
「
入
営
と
決
定
」
 
し
た
の
に
ひ
き
か
え
、
 
 

「
帝
大
の
堤
さ
ん
」
は
「
第
三
乙
」
 
の
判
定
を
下
さ
れ
、
出
征
す
る
こ
と
 
 

が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
卒
業
と
同
時
に
入
営
」
 
の
遊
び
と
な
っ
て
い
る
「
早
大
の
佐
藤
さ
ん
」
 
 

は
、
す
で
に
確
認
し
た
と
お
り
、
米
英
と
の
全
面
戦
争
に
突
入
し
た
こ
と
 
 

に
強
い
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
彼
は
、
（
死
）
を
さ
ら
に
現
実
の
も
の
と
 
 

し
て
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
入
営
を
間
近
に
控
え
て
い
 
 

る
彼
に
と
っ
て
今
回
の
訪
問
は
、
単
な
る
出
征
報
告
で
は
な
く
、
「
主
人
」
 
 

「
私
」
 
へ
の
最
後
の
お
別
れ
を
告
げ
る
も
の
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
 
 

た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
「
私
」
は
「
お
大
事
に
」
と
「
心
の
底
か
ら
お
 
 

辞
儀
」
を
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
「
早
大
の
佐
藤
さ
ん
」
の
胸
中
に
巣
食
っ
 
 

あ
〓
∴
L
く
 
 

て
い
る
（
死
）
の
不
安
に
は
思
い
至
っ
て
い
な
い
。
「
私
」
に
は
、
「
生
憎
、
 
 

主
人
が
ゐ
な
い
の
で
お
気
の
毒
だ
つ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
礼
儀
に
欠
け
 
 

て
い
る
こ
と
が
よ
り
気
が
か
り
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
第
三
乙
」
 
の
判
定
を
下
さ
れ
、
入
営
で
き
な
く
な
っ
た
 
「
帝
大
の
堤
 
 

さ
ん
」
の
胸
中
も
、
「
私
」
が
理
解
す
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
 
 

た
。
当
時
の
日
本
に
お
い
て
 
「
徴
兵
検
査
」
 
で
 
「
第
三
乙
」
 
の
判
定
を
下
 
 

さ
れ
る
こ
と
は
、
時
代
の
 
（
落
伍
者
）
 
の
烙
印
を
背
負
っ
て
生
き
る
こ
と
 
 

を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
第
三
乙
」
 
の
判
定
を
下
さ
れ
た
こ
と
に
 
 

対
す
る
「
帝
大
の
堤
さ
ん
」
 
の
 
「
残
念
で
し
た
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
彼
 
 

の
人
生
に
重
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
負
の
影
が
見
え
隠
れ
す
る
。
と
こ
ろ
 
 

が
「
私
」
は
、
「
烏
賊
二
は
い
、
四
十
銭
。
目
刺
、
二
十
銭
」
「
ク
リ
イ
ム
、
 
 

三
十
五
銭
。
封
筒
、
三
十
一
銭
」
と
買
い
物
の
値
段
は
こ
と
細
か
く
記
憶
 
 

し
て
い
る
の
に
、
「
帝
大
の
堤
さ
ん
」
 
の
人
生
を
大
き
く
左
右
し
た
 
「
第
 
 

三
乙
」
の
判
定
に
つ
い
て
は
「
第
三
乙
と
や
ら
で
」
と
言
っ
て
い
る
。
「
帝
 
 

大
の
堤
さ
ん
」
 
の
挫
折
感
は
も
と
よ
り
、
そ
の
重
み
に
も
思
い
至
っ
て
い
 
 

な
い
の
で
あ
る
。
 
 

〓
′
几
 
 
 

「
夕
方
」
訪
ね
て
き
た
「
今
さ
ん
」
と
の
出
来
事
に
お
い
て
も
「
私
」
 
 

こ
ん
 
 

は
的
外
れ
な
感
想
を
抱
く
。
「
今
さ
ん
」
 
の
訪
問
の
目
的
が
何
で
あ
っ
た
 
 

か
は
、
作
中
で
は
空
所
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
遠
方
か
ら
 
（
「
三
鷹
 
 

の
こ
ん
な
奥
ま
で
」
）
、
し
か
も
「
夕
方
」
 
「
久
し
振
り
で
」
訪
ね
て
き
た
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こ
と
は
、
戦
争
が
勃
発
し
た
こ
と
に
つ
い
て
 
「
主
人
」
と
話
を
交
わ
す
た
 
 

め
に
訪
ね
て
来
た
、
と
い
う
推
量
を
可
能
に
す
る
。
と
こ
ろ
が
彼
は
、
戦
 
 

こ
ん
 
 

争
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
切
触
れ
る
こ
と
な
く
帰
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
今
 
 

さ
ん
」
が
戦
争
が
勃
発
し
た
こ
と
に
強
く
緊
張
し
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
 
 

て
い
る
。
「
ス
テ
ッ
キ
を
振
り
な
が
ら
」
歩
く
陽
気
な
姿
も
、
緊
張
・
不
 
 

安
を
隠
す
た
め
の
ポ
ー
ズ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
 
「
私
」
は
、
 
 

「
お
帰
り
の
途
々
、
ど
ん
な
に
、
い
や
な
お
気
持
ち
だ
ら
う
」
と
、
礼
儀
 
 

を
欠
い
た
こ
と
だ
け
を
気
に
し
て
い
る
。
 
 

四
、
（
明
る
さ
を
装
う
）
心
構
え
 
 

こ
こ
ま
で
、
「
十
二
月
八
日
」
の
「
私
」
と
い
う
人
物
が
、
「
私
」
の
自
 
 

己
言
及
と
は
違
っ
て
、
（
心
も
と
な
い
）
人
物
で
あ
り
、
出
来
事
の
真
相
 
 

に
思
い
が
至
ら
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
 
 

「
私
」
 
の
姿
は
、
作
品
末
尾
に
置
か
れ
た
、
銭
湯
帰
り
の
「
私
」
と
「
主
 
 

人
」
が
遭
遇
す
る
場
面
に
収
赦
す
る
。
当
該
場
面
を
引
用
す
る
。
 
 

銭
湯
へ
行
く
時
に
は
、
道
も
明
る
か
つ
た
の
に
、
帰
る
時
に
は
、
 
 

も
う
其
つ
暗
だ
つ
た
。
燈
火
管
制
な
の
だ
。
も
う
之
は
、
演
習
で
な
 
 

す
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
ん
な
暗
い
道
、
今
ま
で
歩
い
た
事
 
 

が
な
い
。
一
歩
一
歩
、
さ
ぐ
る
や
う
に
し
て
進
ん
だ
け
れ
ど
、
道
は
 
 

と
は
う
 
 

遠
い
の
だ
し
、
途
方
に
暮
れ
た
。
 
 

（
略
）
 
 
 

背
後
か
ら
、
我
が
大
君
に
召
さ
れ
え
た
あ
る
う
、
と
実
に
調
子
の
 
 

い
の
だ
。
心
の
引
き
し
ま
る
の
を
覚
え
る
。
で
も
、
こ
れ
は
少
し
暗
 
 

暮 
こ 
の場 は 

づれ 

る 

。ゴ 
し 

た歌をう 

たひな 象 ゴホン 

がら、 

乱 わ と 、 

な「夜 暴な 

足ど 

り 

、 で歩 
に い 

り は、 て 
ます が 来 

で 。   信 る 

に  仰   男  

75   



さ
て
、
そ
の
よ
う
な
不
安
定
な
状
況
に
直
面
し
て
い
た
「
私
」
は
、
「
主
 
 

人
」
に
遭
遇
し
、
「
主
人
」
に
つ
い
て
帰
宅
す
る
こ
と
で
、
そ
の
境
遇
か
 
 

ら
脱
出
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
私
」
は
、
「
ど
こ
ま
で
本
気
な
の
か
、
 
 

あ
き
 
 

本
当
に
、
呆
れ
た
主
人
で
あ
り
ま
す
」
と
「
主
人
」
 
の
行
動
に
呆
れ
て
い
 
 

る
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
私
」
が
「
主
人
」
 
に
抱
く
こ
の
思
い
は
、
 
 

「
主
人
」
の
言
動
の
本
当
の
意
味
に
思
い
至
っ
て
い
な
い
も
の
と
見
え
る
。
 
 

「
主
人
」
 
の
言
動
に
は
、
「
主
人
」
な
り
の
深
い
意
味
が
あ
っ
た
と
見
え
 
 

る
。
主
人
の
胸
中
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
。
 
 
 

こ
の
場
面
に
お
け
る
「
主
人
」
 
の
言
動
に
つ
い
て
は
、
「
十
二
月
八
日
」
 
 

作
品
世
界
を
理
解
す
る
う
え
で
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
箇
所
と
し
て
論
 
 

議
の
中
心
と
な
り
、
実
に
さ
ま
ぎ
ま
な
解
釈
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
（
十
 
 

二
月
八
日
の
は
て
に
言
わ
れ
た
夜
道
と
は
死
の
時
代
到
来
の
暗
喩
で
あ
 
 

り
、
主
人
の
い
う
信
仰
と
は
、
い
よ
い
よ
オ
レ
の
時
代
、
滅
び
の
時
代
が
 
 

来
た
。
日
本
中
が
一
蓮
托
生
、
共
に
滅
ぶ
の
だ
と
い
う
太
宰
の
時
局
再
認
 
 

－
ト
｝
 
 

識
で
あ
り
、
つ
い
て
来
い
、
は
以
上
の
認
識
か
ら
く
る
連
帯
感
の
表
明
）
 
 

（
戦
時
下
を
（
信
仰
）
 
に
も
似
た
信
念
を
も
っ
て
書
き
継
い
で
行
こ
う
と
 
 

∵
〓
⊥
 
 

す
る
、
芸
術
家
太
宰
の
決
意
表
明
）
 
（
お
れ
に
「
つ
い
て
来
い
」
は
激
動
 
 

の
世
に
家
族
を
守
ろ
う
と
す
る
素
直
な
、
何
時
の
時
代
に
も
あ
る
家
長
の
 
 

（
川
）
 
 

宣
言
）
 
と
い
っ
た
見
解
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
捷
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
い
ず
れ
も
、
「
主
人
」
 
の
胸
中
を
的
確
に
 
 

（
〓
）
 
 

は
説
明
し
て
い
な
い
も
の
と
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
行
論
は
一
様
に
、
 
 

こ
の
場
面
の
 
「
主
人
」
 
の
言
動
が
、
実
は
す
べ
て
 
（
演
技
）
 
で
あ
る
こ
と
 
 

を
見
過
ご
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
 
「
主
人
」
 
の
言
動
す
べ
て
が
 
 

（
演
技
）
 
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。
 
 
 

二
重
傍
線
を
引
い
て
示
し
た
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
そ
こ
で
 
 

は
、
「
固
子
が
難
儀
し
て
ゐ
ま
す
よ
」
と
「
私
」
は
言
っ
た
の
に
、
「
主
人
」
 
 

は
「
園
子
」
が
（
頭
痛
で
難
儀
）
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
（
腹
痛
で
難
儀
）
 
 

し
て
い
る
、
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
い
。
「
こ
ん
な
夜
道
に
も
難
儀
す
る
 
 

の
だ
」
、
し
か
も
「
お
前
た
ち
は
」
と
、
妻
子
が
「
夜
道
」
に
「
難
儀
」
 
 

し
て
い
る
と
決
め
付
け
て
い
る
。
こ
の
反
応
は
、
「
主
人
」
が
 
「
園
子
」
 
 

を
お
ん
ぷ
し
て
い
る
「
私
」
 
の
姿
を
す
で
に
確
認
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
 
 

る
と
同
時
に
、
「
主
人
」
自
身
も
「
夜
道
」
に
「
難
儀
」
し
て
い
た
こ
と
 
 

（
㍑
）
 
 

を
物
語
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
「
主
人
」
は
、
「
な
あ
ん
だ
」
 
 

と
、
彼
自
身
が
妻
子
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
。
 
 

「
主
人
」
は
、
（
演
技
）
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
 
「
主
人
」
 
の
心
境
を
読
み
解
く
と
、
当
該
場
面
に
見
ら
れ
 
 

る
「
主
人
」
の
言
動
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
 
 

よ
う
。
 
 
 

「
主
人
」
が
 
「
実
に
調
子
の
は
づ
れ
た
歌
を
う
た
ひ
な
が
ら
、
乱
暴
な
 
 

と
は
う
 
 

足
ど
り
」
で
歩
く
の
は
、
「
夜
道
」
を
前
に
「
途
方
に
暮
れ
」
 
て
い
る
妻
 
 

子
に
対
す
る
や
る
せ
な
い
気
持
ち
か
ら
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
同
時
に
、
 
 

「
主
人
」
自
身
は
「
夜
道
」
を
恐
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
「
私
」
 
 

に
示
そ
う
と
す
る
思
い
も
流
れ
て
い
る
。
「
ゴ
ホ
ン
ゴ
ホ
ン
と
二
つ
、
持
 
 

せ
き
 
 

徴
の
あ
る
咳
を
し
た
」
の
は
、
後
ろ
か
ら
歩
い
て
く
る
「
男
」
が
「
主
人
」
 
 

自
身
で
あ
る
こ
と
を
「
私
」
 
に
知
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
 
 

て
、
「
な
あ
ん
だ
」
と
「
大
き
な
声
」
で
言
っ
た
の
は
、
「
園
子
が
難
儀
し
 
 

て
ゐ
ま
す
よ
」
と
「
私
」
 
に
言
わ
れ
て
は
じ
め
て
妻
子
に
気
づ
い
た
よ
う
 
 

に
見
せ
か
け
る
た
め
の
振
舞
い
で
あ
る
。
「
お
前
た
ち
に
は
信
仰
が
無
い
 
 

か
ら
、
夜
道
に
も
難
儀
す
る
の
だ
。
僕
に
は
、
信
仰
が
あ
る
か
ら
、
夜
道
 
 

も
な
ほ
白
昼
の
如
し
だ
ね
」
と
い
う
言
葉
は
、
不
憫
さ
、
や
る
せ
な
さ
を
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隠
そ
う
と
し
て
お
ど
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
発
せ
ら
れ
る
「
つ
 
 

い
て
来
い
」
と
い
う
自
倍
満
々
の
言
葉
も
、
や
る
せ
な
さ
を
隠
そ
う
と
す
 
 

る
壮
語
で
あ
っ
た
。
 
 
 

で
は
、
「
主
人
」
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
言
動
 
（
演
技
）
 
に
及
ぶ
の
 
 

か
。
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
図
・
目
的
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
主
 
 

あ
き
 
 

人
」
の
言
動
が
「
ど
こ
ま
で
本
気
な
の
か
、
本
当
に
、
呆
れ
た
主
人
」
と
 
 

「
私
」
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
太
 
 

平
洋
戦
争
勃
発
に
よ
っ
て
揺
れ
た
二
人
の
 
（
日
常
）
が
、
こ
こ
に
お
い
て
 
 

修
復
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

作
品
中
盤
部
で
あ
る
が
、
「
去
年
、
佐
渡
へ
御
旅
行
」
し
た
時
の
 
「
土
 
 

産
話
」
と
し
て
「
主
人
」
が
、
船
酔
い
か
ら
解
放
さ
れ
る
悦
び
か
、
あ
る
 
 

い
は
旅
行
先
に
着
く
悦
び
か
を
、
当
時
（
王
道
楽
土
）
 
と
宣
伝
さ
れ
て
い
 
 

L
ま
か
げ
 
 

た
満
州
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
、
「
佐
渡
の
島
影
を
汽
船
か
ら
望
見
し
て
、
満
 
 

品
き
 
 

州
だ
と
思
つ
た
」
と
お
ど
け
た
こ
と
が
「
た
だ
、
呆
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
」
 
 

と
 
「
私
」
に
評
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
南
極
が
一
 
 

ば
ん
熱
く
て
、
北
極
が
一
ば
ん
寒
い
と
覚
え
て
ゐ
た
」
と
お
ど
け
た
 
「
つ
 
 

い
先
日
」
 
の
 
「
主
人
」
 
の
言
動
が
 
「
そ
の
告
白
を
聞
い
た
時
に
は
、
私
は
 
 

主
人
の
人
格
を
疑
ひ
さ
へ
し
た
」
と
述
懐
さ
れ
て
も
い
る
。
道
化
・
冗
談
 
 

あ
き
 
 

を
振
り
ま
く
「
主
人
」
と
、
そ
れ
に
「
た
だ
、
呆
れ
る
ば
か
り
」
の
「
私
」
 
 

と
い
う
人
間
模
様
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
人
間
模
様
 
 

は
、
「
私
」
が
「
主
人
」
を
「
主
人
の
吉
ふ
事
は
、
い
つ
も
嘘
ば
か
り
で
、
 
 

ち
つ
と
も
あ
て
に
な
ら
な
い
」
と
批
評
し
、
か
た
や
「
主
人
」
は
、
「
た
 
 

だ
真
面
目
な
ば
か
り
で
、
さ
う
し
て
感
覚
は
ひ
ど
く
鈍
い
」
と
「
私
」
を
 
 

批
評
し
て
い
る
こ
と
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
人
の
 
（
日
常
）
 
で
あ
る
′
り
 
 
 

さ
て
、
こ
う
し
た
二
人
の
生
活
様
態
が
、
太
平
洋
戦
争
勃
発
に
よ
り
揺
 
 

れ
を
見
せ
る
。
 
 

「
西
太
平
洋
っ
て
、
ど
の
辺
だ
ね
？
 
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
か
ね
？
」
 
 

（
略
）
 
 

「
西
太
平
洋
と
い
へ
ば
、
日
本
の
は
う
の
側
の
太
平
洋
で
せ
う
。
」
 
 

と
私
が
言
ふ
と
、
 
 

「
さ
う
か
。
」
と
不
機
嫌
さ
う
に
言
ひ
、
し
ば
ら
く
考
へ
て
居
ら
れ
る
 
 
 

釧
楓
刊
で
、
「
し
か
し
、
そ
れ
は
初
耳
だ
つ
た
。
ア
メ
リ
カ
が
東
で
、
 
 

日
本
が
西
と
い
ふ
の
は
気
持
の
わ
る
い
事
ぢ
や
な
い
か
。
日
本
は
日
 
 
 

出
づ
る
国
と
言
は
れ
、
ま
た
極
東
と
も
言
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
。
太
陽
 
 

の
 
 

は
日
本
か
ら
だ
け
昇
る
も
の
だ
と
ば
か
り
僕
は
思
つ
て
ゐ
た
の
だ
 
 

が
、
そ
れ
ぢ
や
駄
目
だ
。
日
本
が
極
東
で
な
か
つ
た
と
い
ふ
の
は
、
 
 

不
愉
快
な
話
だ
。
な
ん
と
か
し
て
、
日
本
が
束
で
、
ア
メ
リ
カ
が
西
 
 

と
言
ふ
方
法
が
無
い
も
の
か
。
」
 
 

こ
こ
で
 
「
主
人
」
 
が
 
「
西
太
平
洋
っ
て
、
ど
の
辺
だ
ね
？
 
サ
ン
フ
ラ
 
 

ン
シ
ス
コ
か
ね
？
」
と
「
私
」
に
問
う
た
の
は
、
（
時
の
絶
対
権
力
大
本
 
 

営
が
お
そ
ら
く
何
気
な
く
使
っ
た
に
ち
が
い
な
い
西
太
平
洋
を
逆
手
に
 
 

「
〓
－
 
 

と
っ
て
の
痛
烈
な
、
過
激
な
ま
で
の
戦
争
批
判
、
国
粋
主
義
批
判
）
を
展
 
 

開
す
る
た
め
や
、
（
見
方
に
よ
っ
て
意
味
な
ど
ど
う
に
で
も
変
わ
る
と
い
う
 
 

■
〓
）
 
 

こ
と
）
を
示
す
た
め
で
は
あ
る
ま
い
。
「
西
太
平
洋
と
い
へ
ば
、
日
本
の
 
 

は
う
の
側
の
太
平
洋
で
せ
う
」
 
と
い
う
 
「
私
」
 
の
返
答
を
受
け
て
、
「
し
 
 

ば
ら
く
考
へ
て
」
 
い
た
「
主
人
」
は
、
「
太
平
洋
」
を
基
準
に
し
て
日
本
 
 

と
ア
メ
リ
カ
を
「
西
」
と
 
「
東
」
 
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
 
 

「
主
人
」
が
「
太
平
洋
」
の
位
置
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
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し
た
が
っ
て
、
「
主
人
」
が
冷
静
な
状
態
に
い
る
の
な
ら
ば
、
「
私
」
 
の
よ
 
 

う
に
「
日
本
の
は
う
の
側
の
太
平
洋
」
く
ら
い
は
思
い
浮
か
べ
た
は
ず
で
 
 

あ
る
。
直
前
の
場
面
に
、
「
語
気
が
け
は
し
く
、
さ
す
が
に
緊
張
の
御
様
 
 

子
」
と
、
戦
争
が
勃
発
し
た
こ
と
に
緊
張
し
て
い
る
「
主
人
」
 
の
様
子
が
 
 

確
認
さ
れ
る
が
、
「
主
人
」
は
こ
の
時
、
常
識
的
な
事
実
さ
え
も
思
い
浮
 
 

か
べ
な
い
く
ら
い
緊
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
緊
張
し
た
状
況
 
 

に
い
な
が
ら
も
、
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
」
と
い
う
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
 
 

る
都
市
を
ど
う
に
か
言
い
出
す
こ
と
で
ト
ン
チ
ン
カ
ン
を
装
い
、
自
身
の
 
 

心
境
を
「
私
」
に
見
抜
か
れ
る
ま
い
と
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

同
様
な
心
理
は
、
太
陽
が
（
東
）
か
ら
昇
ヤ
（
西
）
 
へ
沈
む
と
い
う
 
 

自
然
現
象
に
戦
争
の
勝
敗
を
思
い
重
ね
る
く
ら
い
戦
争
の
行
方
に
強
い
不
 
 

安
を
抱
き
な
が
ら
も
、
「
気
持
が
わ
る
い
事
ぢ
や
な
い
か
」
「
太
陽
は
日
本
 
 

の
ぽ
 
 

か
ら
だ
け
昇
る
も
の
だ
と
ば
か
り
僕
は
思
つ
て
ゐ
た
」
 
「
不
愉
快
な
話
だ
」
 
 

と
言
う
と
こ
ろ
に
も
流
れ
て
い
る
。
 
 

つ
ぶ
や
 
 
 

こ
う
し
た
「
主
人
」
の
言
動
を
「
私
」
は
「
変
な
呟
き
」
と
評
し
て
い
 
 

る
。
一
方
が
道
化
や
冗
談
を
振
り
ま
き
、
も
う
一
方
は
そ
れ
に
呆
れ
る
、
 
 

二
人
の
生
活
の
様
子
は
辛
う
じ
て
持
続
し
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
「
大
丈
夫
だ
か
ら
、
や
つ
た
ん
ぢ
や
な
い
か
。
 
 

か
な
ら
ず
勝
ち
ま
す
」
と
「
よ
そ
ゆ
き
の
言
葉
」
「
あ
ら
た
ま
つ
た
吉
葉
」
 
 

を
述
べ
る
こ
と
で
、
「
主
人
」
は
彼
自
身
に
巣
食
う
不
安
を
「
私
」
 
に
悟
 
 

ら
れ
ま
い
と
努
め
る
の
だ
が
、
「
お
ひ
る
近
く
」
に
は
「
「
さ
う
か
。
」
／
 
 

と
言
つ
て
笑
つ
た
。
そ
れ
か
ら
、
立
ち
上
っ
て
、
ま
た
坐
つ
た
」
と
の
様
 
 

子
を
見
せ
て
い
る
。
戦
争
勃
発
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
直
後
か
ら
畳
に
か
け
 
だ
ん
だ
ん
と
口
数
が
少
な
 

く
な
っ
て
い
く
様
子
に
も
現
れ
て
い
よ
う
が
、
 
 

「
主
人
」
に
は
も
は
や
冗
談
や
道
化
を
演
じ
る
余
裕
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
 
 

見
せ
か
け
の
笑
い
で
、
平
素
を
演
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
 
 

努
力
も
虚
し
く
、
「
落
ち
つ
か
な
い
御
様
子
で
あ
る
」
と
「
主
人
」
の
胸
 
 

中
は
「
私
」
に
見
抜
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
が
、
作
品
禾
咤
に
見
ら
れ
る
、
「
僕
に
は
、
信
仰
が
あ
る
か
ら
、
 
 

夜
道
も
な
ほ
白
星
の
如
し
だ
ね
。
つ
い
て
来
い
」
と
お
ど
け
て
見
せ
る
 
 

あ
塵
亡
 
 

「
主
人
」
と
「
ど
こ
ま
で
本
気
な
の
か
、
本
当
に
、
呆
れ
た
主
人
で
あ
り
 
 

ま
す
」
と
「
主
人
」
の
言
動
に
呆
れ
る
「
私
」
と
い
う
、
戦
争
勃
発
以
前
 
 

の
二
人
の
生
活
－
（
日
常
）
－
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
大
事
な
の
が
、
こ
う
し
た
二
人
の
 
（
日
常
）
が
「
私
」
の
生
活
 
 

一
〓
】
 
 

様
態
・
性
格
を
見
抜
い
て
い
る
「
主
人
」
の
意
図
的
な
行
為
－
（
演
技
）
 
 

に
よ
っ
て
取
り
戻
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
「
主
人
」
自
身
の
胸
中
を
徹
底
的
 
 

に
隠
蔽
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
「
白
昼
の
如
し
」
だ
と
言
い
の
け
て
「
ど
 
 

ん
ど
ん
先
に
立
つ
て
」
歩
い
て
行
っ
た
夜
道
が
「
主
人
」
自
身
の
言
う
よ
 
 

う
な
「
白
昼
の
如
し
」
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
 
 

す
な
わ
ち
、
「
主
人
」
は
灯
火
管
制
の
「
其
つ
暗
」
な
夜
道
に
先
行
き
の
 
 

不
透
明
な
今
後
の
戦
時
生
活
を
思
い
重
ね
つ
つ
も
、
そ
の
胸
中
を
「
私
」
 
 

に
気
づ
か
れ
ま
い
と
（
明
る
さ
を
装
う
）
 
こ
と
を
敢
え
て
選
ん
で
い
る
、
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
明
る
さ
を
装
う
）
 
こ
と
を
家
庭
に
対
す
る
自
身
 
 

の
姿
勢
と
思
い
定
め
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
 
 

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
「
十
二
月
八
日
」
 
に
つ
い
て
は
、
太
平
 
 

洋
戦
争
開
戦
に
国
と
自
身
の
現
状
打
開
の
強
い
期
待
感
を
抱
く
も
（
心
も
 
 

と
な
い
）
生
活
を
続
け
る
「
私
」
に
前
途
の
不
安
を
憤
ら
れ
ま
い
と
敢
え
 
 

て
明
る
い
振
る
舞
い
に
及
ん
で
い
る
「
主
人
」
 
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
小
 
 

説
作
品
、
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

も
と
よ
り
、
「
十
二
月
八
日
」
に
描
か
れ
て
い
る
一
家
の
様
子
が
、
作
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者
太
宰
治
の
当
時
の
家
庭
を
戯
画
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
太
宰
治
 
 

の
長
女
が
実
名
で
描
か
れ
た
こ
と
や
、
彼
の
知
人
が
実
名
で
登
場
す
る
こ
 
 

（
川
）
 
 

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
「
十
二
月
八
日
」
 
の
 
「
主
人
」
と
い
う
人
物
 
 

は
、
作
者
太
宰
自
身
の
自
画
像
と
見
な
す
こ
と
が
十
分
に
可
能
な
の
で
あ
 
 

る
。
し
た
が
っ
て
、
太
平
洋
戦
争
に
際
会
し
た
太
宰
治
は
、
戦
争
の
行
方
 
 

に
対
す
る
不
安
を
妻
子
に
は
見
せ
ま
い
と
敢
え
て
明
る
く
振
舞
っ
て
い
る
 
 

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

こ
の
（
明
る
さ
を
装
う
）
太
宰
の
姿
は
、
昭
和
十
七
年
一
月
号
『
新
潮
』
 
 

誌
上
に
同
時
に
掲
載
し
た
小
説
作
品
「
新
郎
」
と
エ
ッ
セ
ー
「
或
る
忠
告
」
 
 

に
見
ら
れ
る
、
戦
争
の
行
方
に
対
す
る
不
安
を
胸
の
奥
に
仕
舞
い
込
み
、
 
 

敢
え
て
華
や
か
な
振
舞
い
を
周
囲
に
見
せ
て
い
る
太
宰
の
姿
と
も
重
な
り
 
 

（
l
T
）
 
 

合
う
。
太
平
洋
戦
争
に
際
会
し
た
太
宰
が
、
家
族
に
対
し
て
も
、
周
囲
に
 
 

対
し
て
も
、
明
る
さ
を
装
っ
て
処
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
 
 
 

戦
後
、
太
宰
は
戦
時
中
に
お
け
る
彼
自
身
の
生
活
に
つ
い
て
、
「
努
め
 
 

て
快
活
の
ふ
う
を
装
つ
て
ゐ
た
」
「
大
い
に
景
気
の
い
い
顔
を
し
て
は
し
や
 
 

（
1
8
）
 
い
で
ゐ
る
」
と
回
想
し
て
い
る
。
（
明
る
さ
を
装
う
）
心
構
え
は
、
太
平
 
 

洋
戦
争
期
を
貫
く
太
宰
治
の
行
動
指
針
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 

注
 
 
 

T
）
 
「
か
ら
だ
が
透
明
に
な
る
や
う
な
感
じ
」
「
つ
め
た
い
花
び
ら
を
い
ち
ま
い
胸
の
中
 
 

に
宿
し
た
や
う
な
気
持
ち
」
と
い
う
比
喩
表
現
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
思
い
 
 

は
、
豊
島
輿
志
雄
の
（
暗
雲
が
晴
れ
て
蒼
空
が
み
ら
れ
る
と
い
ふ
気
持
ち
）
（
「
文
 
 

化
的
構
想
」
 
（
『
中
央
公
論
』
昭
1
7
・
1
）
）
、
（
天
の
岩
戸
開
く
）
と
の
感
慨
を
述
 
 

懐
し
た
と
い
う
志
賀
直
哉
な
ど
、
開
戦
を
西
洋
列
強
の
対
日
抑
圧
か
ら
の
（
解
放
）
 
 

と
受
け
止
め
た
多
く
の
文
学
者
た
ち
の
開
戦
当
日
の
認
識
と
一
致
す
る
。
 
 

（
2
）
洋
装
杜
稲
井
部
締
諾
し
き
国
民
服
の
作
り
歪
薄
装
杜
 
昭
1
6
・
6
）
な
ど
 
 

（
3
）
 
 

（
4
）
 
 

（
5
）
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
川
）
 
 

（
‖
）
 
 

も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
 
 

同
日
付
『
読
売
新
聞
』
「
必
ず
価
格
を
明
示
」
に
も
同
様
な
記
事
内
容
。
 
 

鈴
木
雅
史
「
肯
い
つ
つ
逸
れ
よ
i
太
宰
治
【
十
二
月
八
日
』
 
の
こ
と
ば
と
「
生
 
 

酒
」
－
」
 
（
還
氾
文
論
讃
」
平
8
・
1
）
 
 

松
本
和
也
「
小
説
表
象
と
し
て
の
〝
十
二
月
八
日
″
1
太
宰
治
「
十
二
月
八
日
」
 
 

論
－
」
 
（
『
日
本
文
学
』
平
1
6
・
9
）
 
 

作
品
冒
頭
部
に
頻
出
す
る
「
寅
面
旦
を
例
に
あ
げ
る
。
「
た
だ
矧
副
釧
な
ば
か
 
 

り
で
」
「
心
は
そ
ん
な
に
劇
画
闘
で
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
」
「
主
人
は
黄
l
耐
別
に
考
 
 

へ
て
」
「
伊
濁
さ
ん
も
、
ひ
ど
く
矧
面
l
剛
だ
」
と
四
囲
確
乎
表
記
し
て
い
た
も
の
 
 

が
、
数
行
後
に
は
「
ま
じ
め
に
お
客
さ
ま
と
」
と
、
平
仮
名
表
記
に
変
わ
っ
て
い
 
 

る
。
こ
う
し
た
表
記
の
摺
れ
は
、
「
今
朝
」
と
「
け
さ
」
、
「
お
昼
」
と
「
お
ひ
る
」
、
 
 

「
お
方
」
と
「
お
か
た
」
、
「
本
当
に
」
と
「
ほ
ん
と
う
に
」
、
「
直
ぐ
に
」
と
「
す
 
 

ぐ
に
」
、
「
追
っ
て
」
と
「
ち
が
つ
た
」
、
「
今
ま
で
」
と
「
い
ま
ま
で
」
、
「
之
か
 
 

ら
」
と
「
こ
れ
か
ら
」
と
い
っ
た
具
合
に
、
「
日
記
」
 
の
文
面
全
体
で
確
認
さ
れ
 
 

る
。
 
 

昭
和
十
六
年
十
二
月
九
日
付
『
朝
日
新
聞
』
 
「
凍
京
府
一
円
に
警
戒
管
制
発
令
」
 
 

鈴
木
敏
子
「
「
十
二
月
八
日
」
 
（
太
宰
治
）
読
解
」
 
（
『
日
本
文
学
』
昭
6
3
・
ほ
）
 
 

赤
木
孝
之
『
戦
時
下
の
太
宰
治
」
 
（
武
蔵
野
書
房
 
平
6
・
8
）
 
 

奥
出
健
（
神
谷
忠
孝
・
安
藤
宏
絹
『
太
宰
治
全
作
品
研
究
辞
典
」
「
十
二
月
八
日
」
 
 

の
項
 
勉
誠
社
 
平
7
・
1
1
）
 
 

「
十
二
月
八
日
」
が
、
（
一
種
の
自
己
戯
画
化
に
よ
っ
て
で
は
あ
る
が
、
十
二
月
八
 
 

日
そ
れ
じ
た
い
を
茶
化
し
た
り
、
非
厳
粛
化
し
て
し
ま
っ
た
）
 
（
松
本
健
一
『
太
 
 

宰
治
と
そ
の
時
代
』
第
三
文
明
社
 
昭
5
7
・
6
〓
、
（
太
宰
は
愛
国
心
の
旺
盛
な
 
 

女
房
を
主
役
に
仕
立
て
て
盛
ん
に
鬼
畜
米
英
論
を
展
開
さ
せ
、
そ
の
女
帝
か
ら
見
 
 

て
ま
こ
と
に
稗
り
な
い
夫
の
無
能
ぶ
り
を
椰
臆
す
る
こ
と
で
、
逆
に
戦
時
体
制
か
 
 

ら
は
み
出
し
て
生
き
る
太
宰
自
身
の
立
場
を
言
外
に
主
張
し
て
い
る
）
 
（
相
馬
正
 
 

一
『
評
伝
太
宰
治
第
三
部
』
 
（
筑
摩
畜
房
 
昭
6
0
・
7
〓
、
（
作
家
太
宰
の
戦
争
批
 
 

判
と
受
容
と
い
う
矛
盾
が
共
存
・
併
存
し
て
い
る
）
 
（
鈴
木
敏
子
（
前
掲
注
8
）
）
、
 
 
 

（
大
東
亜
戦
争
開
戦
の
日
の
昂
ぶ
り
を
素
直
に
、
美
知
子
夫
人
の
言
う
と
こ
ろ
 
 

の
 
（
大
衆
の
中
の
一
人
）
と
し
て
の
感
覚
で
書
き
上
げ
た
）
 
（
赤
木
孝
之
（
前
掲
 
 

注
且
）
作
品
と
読
ま
れ
て
き
た
の
も
、
こ
の
場
面
が
精
確
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
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た
こ
と
に
そ
の
最
大
の
原
因
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 

（
ほ
）
「
私
」
に
聞
こ
え
て
き
た
「
主
人
」
の
歌
声
は
、
大
日
本
姓
弁
会
話
談
杜
が
主
催
・
 
 
 

辞
典
し
た
「
出
征
兵
士
を
送
る
歌
」
の
蜜
〓
等
に
選
ば
れ
た
歌
の
冒
頭
部
で
あ
る
。
 
 

「
主
人
」
が
そ
の
時
点
で
歌
い
出
し
た
こ
と
を
物
語
る
：
J
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
よ
 
 

さ
も
、
「
主
人
」
が
妻
子
に
気
づ
い
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

（
ほ
）
鈴
木
敏
子
（
前
掲
注
且
D
な
お
、
紀
元
二
千
六
百
年
記
念
行
事
と
し
て
縮
茶
さ
 
 

れ
た
『
南
洋
諸
島
』
（
河
出
酋
房
 
昭
ほ
・
ほ
）
「
西
太
平
洋
岸
及
び
諸
島
に
於
け
 
 

る
マ
ラ
リ
ア
伝
播
蚊
の
分
布
」
に
は
〈
太
平
洋
の
西
を
画
す
る
亜
細
亜
大
陸
の
沿
 
 
 

岸
地
域
、
日
本
列
島
及
び
南
洋
諸
島
並
び
に
豪
州
）
を
南
太
平
洋
）
と
明
確
に
 
 
 

規
定
し
て
お
り
、
開
戦
後
に
刊
行
さ
れ
た
買
平
洋
の
海
洋
と
陸
水
』
宕
波
書
 
 

店
 
昭
1
8
・
ほ
）
「
西
太
平
洋
圏
諸
地
方
の
陸
水
生
物
」
に
も
同
様
な
記
述
内
容
 
 

が
見
ら
れ
る
。
 
 

（
1
4
）
鈴
木
雅
史
（
前
掲
注
4
）
 
 

（
ほ
）
作
品
冒
頭
部
に
、
「
た
だ
鼻
面
目
な
ば
か
り
で
、
さ
う
し
て
感
覚
は
ひ
ど
く
鈍
い
」
 
 

と
「
手
紙
や
ら
日
記
の
文
牽
」
（
傍
点
、
厳
）
を
「
主
人
」
に
批
評
さ
れ
て
き
た
 
 

こ
と
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
（
三
）
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
日
記
」
に
 
 

見
ら
れ
る
「
私
」
の
様
子
は
、
出
来
事
の
其
相
に
思
い
が
至
ら
な
く
、
礼
儀
ば
か
 
 

り
気
に
し
て
い
る
。
「
主
人
」
の
批
評
は
的
を
射
て
い
る
二
主
人
」
が
「
私
」
の
 
 

生
活
様
態
・
性
格
を
見
抜
い
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
 
 

（
1
6
）
た
と
え
ば
、
「
伊
馬
さ
ん
」
（
伊
馬
棉
平
、
後
の
伊
馬
春
部
）
、
「
亀
井
さ
ん
の
御
主
 
ゆ
の
 
 
 
人
」
（
亀
井
勝
一
郎
）
、
「
悠
乃
ち
や
ん
」
（
亀
井
悠
乃
）
。
 
 

（
ピ
拙
稿
「
太
宰
治
ェ
無
邪
気
に
信
じ
る
）
姿
勢
の
標
樺
－
「
新
邸
」
「
或
る
忠
告
」
 
 

の
戦
略
を
解
く
1
」
 
（
『
昭
和
文
学
研
究
』
平
1
6
・
9
）
 
 

（
ほ
）
「
十
五
年
聞
」
（
貰
化
展
望
』
昭
2
1
・
4
）
 
 
 

（
「
十
二
月
八
日
」
を
は
じ
め
、
太
宰
治
作
品
本
文
か
ら
の
引
用
は
芸
事
冶
金
塵
 
 

（
筑
摩
召
萌
 
平
1
・
6
～
平
4
・
4
）
に
拠
っ
た
。
）
 
 

（
オ
ム
 
デ
ハ
ン
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
日
本
文
学
）
 
 

80   


	0069.tif
	0070.tif
	0071.tif
	0072.tif
	0073.tif
	0074.tif
	0075.tif
	0076.tif
	0077.tif
	0078.tif
	0079.tif
	0080.tif
	0081.tif

