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文
学
の
経
済
学
―
―
昭
和
十
年
代
を
よ
む
―
―

山　

本　

芳　

明

　
　
　
　
　

は
じ
め
に

　

昭
和
十
年
代
、
文
学
は
ど
の
よ
う
な
文
化
的
・
社
会
的
位
置
を
占
め
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
は
、
文
学
が
当
時
の
日
本
の
文
化
や
社
会
を
ど
の
程
度
代

表
し
て
い
た
の
か
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
通
常
、文
学
研
究
で
、

自
ら
が
研
究
対
象
と
す
る
文
学
作
品
の
代
表
性
を
疑
問
視
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
作
品
や
作
者
は
、
文
化
的
・
社
会
的
に
高
い
価
値
を
も
っ
て

い
る
か
ら
こ
そ
研
究
す
る
意
味
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
疑
う
こ
と
は
、
研
究
す
る

こ
と
自
体
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
文
学
は
い
つ
の
時
代

で
も
、
自
明
の
高
い
価
値
を
保
持
し
た
領
域
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ど
の
時
期
で

も
、
多
く
の
人
々
が
一
定
量
の
文
学
作
品
を
習
慣
的
に
購
読
し
、
文
学
作
品
か
ら

人
生
の
諸
問
題
を
解
決
す
る
手
が
か
り
を
得
て
、
文
学
者
を
社
会
的
に
尊
敬
す
べ

き
人
物
と
し
て
遇
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。文
学
は
そ
う
し
た〈
拘

束
力
〉
を
読
者
に
常
に
発
揮
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

答
え
は
〈
否
〉
だ
ろ
う
。
時
代
に
よ
っ
て
、
文
学
と
読
者
の
関
係
、
読
者
数
、

あ
る
い
は
購
読
者
数
な
ど
が
変
化
し
、
文
学
及
び
文
学
者
の
文
化
的
、
社
会
的
な

位
置
が
変
化
す
る
以
上
、
文
学
の
〈
代
表
性
〉、
あ
る
い
は
読
者
を
〈
拘
束
〉
す

る
力
も
変
化
す
る
と
い
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
変
動
を
把
握
す
る
こ
と
は
、

文
学
研
究
に
お
い
て
、
重
要
な
視
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
変
動
を

論
文
要
旨

　

本
稿
の
目
的
は
、
昭
和
十
年
代
に
文
学
が
産
業
と
し
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
か

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
円
本
ブ
ー
ム
以
降
の
出
版
不
況
と
日
本
経
済
そ
の
も

の
の
不
景
気
に
よ
っ
て
、
経
済
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
純
文
学
系
の
作
家
た
ち
は
、

昭
和
十
年
に
経
済
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
新
し
い
作
家
活
動
の
あ
り
方
を
模
索
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ
で
あ
る
芥
川
賞
の
制
定
は
、
償
金
の
低
さ
か
ら
見
て
、
そ

の
場
し
の
ぎ
の
救
済
策
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
一
方
、
横
光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
は

通
俗
小
説
を
執
筆
す
る
正
当
性
を
主
張
し
た
も
の
で
、
経
済
的
苦
境
か
ら
の
具
体
的
な

脱
出
路
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
し
、
当
時
、
一
世
を
風
靡
し
て
い
た
吉
屋
信

子
・
菊
池
寛
な
ど
の
通
俗
小
説
作
家
た
ち
で
も
、
単
行
本
は
そ
れ
ほ
ど
売
れ
ず
、
原
稿

料
も
さ
ほ
ど
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
作
家
た
ち
は
原
稿
料
に
つ
い
て
一
円
の
高
低

を
め
ぐ
っ
て
編
集
者
と
争
う
ほ
ど
だ
っ
た
。
横
光
が
憧
れ
た
彼
ら
の
経
済
力
を
支
え
て

い
た
の
は
大
量
に
執
筆
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
彼
ら
の
作
家
活
動
の
行
き
着
く
先
を
端
的

に
示
し
た
の
は
牧
逸
馬
の
過
労
死
だ
っ
た
。
彼
ら
の
収
入
の
中
で
、
映
画
化
の
際
の
著

作
権
料
が
も
っ
と
も
割
の
よ
い
も
の
だ
っ
た
。
片
岡
鉄
平
の
書
簡
か
ら
は
、
片
岡
が
映

画
会
社
と
真
剣
に
交
渉
す
る
姿
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
状
況
は
昭
和
十
四
年
に
一
変
す

る
。
文
学
書
が
続
々
と
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
横
光
の
夢
見
た
作
家
生

活
が
実
現
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
永
嶺
重
敏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
円

本
ブ
ー
ム
に
よ
っ
て
文
学
を
愛
好
す
る
読
者
層
が
育
成
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

昭
和
十
四
年
に
、
い
わ
ば
、
文
学
の
一
九
四
○
年
体
制
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

【
文
学
の
経
済
学
、
芥
川
賞
、
純
粋
小
説
論
、
文
芸
映
画
、
著
作
権
ビ
ジ
ネ
ス
】
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測
定
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
理
由
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
文
学
の
優
位
性
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。

　

文
学
作
品
は
、近
代
日
本
に
お
い
て
、﹇
作
家
⇅
出
版
社
⇅
取
次
⇅
書
店
⇅
読
者
﹈

を
基
本
と
す
る
流
通
経
路
の
中
で
、
金
銭
と
交
換
さ
れ
な
が
ら
商
品
と
し
て
流
通

し
て
き
た
。
こ
う
し
た
流
通
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
文
学
の
〈
経
済
力
〉
は
、
文
学

及
び
文
学
者
の
文
化
的
位
置
や
社
会
的
位
置
と
あ
る
程
度
連
動
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
。
文
学
の
〈
代
表
性
〉
の
強
度
を
測
定
す
る
の
に
、〈
経
済
力
〉
を
指
標
と

し
て
使
う
の
は
、
大
変
に
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

エ
ミ
ー
ル
・
ゾ
ラ
は
、
か
つ
て
、
作
家
志
望
の
青
年
た
ち
に
次
の
よ
う
に
忠
告

し
て
い
た
。「
金
銭
を
う
や
ま
い
な
さ
い
。
詩
人
を
気
取
っ
て
、
金
銭
に
毒
づ
く

よ
う
な
子
供
じ
み
た
ま
ね
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
を
言
い
得
る
た
め
に
自

由
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
我
わ
れ
作
家
に
と
っ
て
、
金
銭
は
勇
気
で
あ
り
威
厳
で

あ
る
。
金
銭
が
あ
れ
ば
こ
そ
我
わ
れ
は
、
世
紀
の
知
的
指
導
者
、
つ
ま
り
唯
一
可

能
な
貴
族
た
り
得
る
の
で
あ
る
」（「
文
学
に
お
け
る
金
銭
」
一
八
八
○　

引
用
は

佐
藤
正
年
訳
『
ゾ
ラ
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
⑧　

文
学
論
集
』
平
19
・
３
刊
に
よ
る
）。

こ
の
身
も
蓋
も
な
い
指
摘
は
、
文
学
活
動
が
市
場
経
済
の
中
で
行
わ
れ
る
近
代
文

学
に
お
い
て
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ゾ

ラ
の
指
摘
か
ら
百
三
十
年
た
っ
た
現
在
、
電
子
書
籍
や
ネ
ッ
ト
上
の
新
た
な
サ
ー

ビ
ス
が
提
案
さ
れ
て
旧
来
の
出
版
ビ
ジ
ネ
ス
の
、
ひ
い
て
は
文
学
ビ
ジ
ネ
ス
の
モ

デ
ル
が
解
体
さ
れ
、
変
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
文
学
の
〈
経
済

力
〉
が
大
変
動
す
る
可
能
性
は
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な（

１
）い

。
い
ま
こ
そ
、
文

学
の
〈
経
済
力
〉
の
視
点
か
ら
文
学
を
振
り
返
る
絶
好
の
時
点
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
日
本
近
代
文
学
史
に
お
い
て
、
昭
和
十
年
代
は
大

変
重
要
な
時
期
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
拙
稿
「
そ
れ
は
『
純
粋
小
説
論
』

か
ら
始
ま
っ
た
―
―
『
純
文
学
』
大
衆
化
運
動
の
軌
跡
」（「
学
習
院
大
学
文
学
部

研
究
年
報
」
平
22
・
３
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
昭
和
十
年
に
、
文
学
者
自
身
に

よ
る
文
学
読
者
層
の
拡
大
を
め
ざ
す
、
い
わ
ば
、
失
地
回
復
運
動
が
起
り
、
昭
和

十
四
年
に
は「
純
文
学
」を
軸
と
し
た
出
版
ビ
ジ
ネ
ス
が
好
調
に
な
る
と
い
う〈
劇

的
〉
な
変
化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
変
化
は
こ
れ
ま
で
十
分
に
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
い
う

の
も
、
大
正
十
五
年
十
月
、
改
造
社
の
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
の
刊
行
か
ら
始

ま
っ
た
円
本
ブ
ー
ム
が
文
学
を
大
衆
化
し
、
そ
れ
が
第
二
次
大
戦
後
に
訪
れ
た
文

学
の
黄
金
時
代
に
接
続
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
き（

２
）た

た
め
に
、
昭
和
初
年
代
か

ら
十
年
代
に
か
け
て
発
生
し
て
い
た
重
要
な
変
動
が
無
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、こ
れ
ま
で
十
分
に
考
察
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
文
学
の
〈
経
済
力
〉

を
分
析
の
視
点
と
し
て
導
入
す
る
こ
と
で
、
文
学
場
の
変
動
を
明
ら
か
に
す
る
、

い
わ
ば
文
学
の
経
済
学
の
試
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

１

　

昭
和
十
年
の
「
純
文
学
」
の
失
地
回
復
運
動
の
第
一
歩
と
し
て
あ
げ
る
べ
き
な

の
は
、
前
年
の
昭
和
九
年
十
二
月
に
発
表
さ
れ
た
、
菊
池
寛
の
文
藝
春
秋
社
が
創

設
し
た
芥
川
賞
・
直
木
賞
だ
ろ
う
。
現
在
の
芥
川
賞
・
直
木
賞
と
違
っ
て
、
新
聞

な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
度
が
低
か
っ
た
こ
と
が
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
菊
池
の
、「
芥
川
賞
、
直
木
賞
の
発
表
に
は
、
新
聞
社
の
各
位
も
招
待
し
て
、

礼
を
厚
ふ
し
て
公
表
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
行
も
書
い
て
呉
れ
な
い
新
聞
社
が
あ

つ
た
の
に
は
、
憤
慨
し
た
。
そ
の
く
せ
、
二
科
の
初
入
選
な
ど
は
、
写
真
付
で
発

表
し
て
ゐ
る
。
幾
つ
も
あ
る
展
覧
会
の
、
幾
人
も
あ
る
初
入
選
者
と
た
つ
た
一
人

し
か
い
な
い
芥
川
賞
、
直
木
賞
と
ど
ち
ら
が
、
社
会
的
に
云
つ
て
も
、
新
聞
価
値

が
あ
る
か
。
あ
ま
り
に
、
没
分
暁
だ
と
思
つ
た
。（
中
略
）
／
む
ろ
ん
芥
川
賞
、

直
木
賞
な
ど
は
、
半
分
は
雑
誌
の
宣
伝
に
や
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
の
事
は
最
初
か

ら
声
明
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
、
半
分
は
芥
川
直
木
と
云
ふ
相
当
な
文
学
者
の
文
名
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を
顕
彰
す
る
と
同
時
に
、
新
進
作
家
の
擡
頭
を
助
け
よ
う
と
云
ふ
公
正
な
気
持
か

ら
や
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
半
分
の
気
持
か
ら
云
つ
て
も
、
新
聞
な
ど
は
、

も
つ
と
大
き
く
扱
つ
て
く
れ
て
も
い
ゝ
と
思
ふ
。」（「
話
の
屑
籠
」「
文
藝
春
秋
」

昭
10
・
10
）
と
い
う
憤
懣
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
コ
メ
ン
ト
は
事
実

と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

　

確
か
に
「
東
京
朝
日
新
聞
」
で
は
、
社
会
面
で
の
掲
載
は
見
送
ら
れ
て
、
文
芸

欄
の
コ
ラ
ム
「
赤
外
線
」
に
杉
山
平
助
の
「
芥
川
賞
は
成
功
」（
８
・
13
）
が
あ

る
だ
け
だ
っ
た
。
し
か
し
、「
東
京
日
々
新
聞
」・「
読
売
新
聞
」・「
報
知
新
聞
」・

「
国
民
新
聞
」・「
時
事
新
報
」
で
は
、社
会
面
に
授
賞
を
報
ず
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
、

文
芸
欄
が
あ
る
場
合
に
は
関
連
記
事
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、「
東
京
日
々

新
聞
」は「
文
藝
春
秋
社
で
は
か
ね
て
新
進
作
家
の
登
竜
門
と
し
て『
芥
川
賞
』『
直

木
賞
』
の
制
度
を
設
け
純
文
学
、
大
衆
文
学
方
面
の
新
人
を
推
奨
す
る
こ
と
に
な

つ
て
ゐ
た
が
十
日
午
後
六
時
、
審
査
員
菊
池
寛
、
久
米
正
雄
、
佐
々
木
茂
索
、
瀧

井
孝
作
、
三
上
於
菟
吉
、
小
島
政

マ
マ次

郎
の
六
氏
そ
の
他
協
議
の
結
果
第
一
回
の
受

賞
者
を
左
の
如
く
決
定
し
た
」（「
芥
川
、
直
木
賞
／
受
賞
者
決
る
」
昭
10
・
８
・

11
）
と
し
て
、
石
川
達
三
・
川
口
松
太
郎
の
名
を
示
し
、
両
者
の
略
歴
を
紹
介
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
八
月
十
三
日
の
文
芸
欄
コ
ラ
ム
「
滑
走
路
」
に
石
川
達
三
の

ゴ
シ
ッ
プ
記
事
が
、
二
十
一
日
か
ら
二
十
五
日
に
か
け
て
、
葛
飾
老
人
の
「
文
芸

賞
を
繞
る
人
々
」
が
連
載
さ
れ
て
い
た
。「
報
知
新
聞
」
の
「
直
木
賞
芥
川
賞
の

／
受
賞
者
決
る
」（
昭
10
・
８
・
11
）
で
は
、
石
川
・
川
口
の
顔
写
真
も
掲
載
さ

れ
て
い
た
。
新
聞
各
紙
は
大
変
好
意
的
に
芥
川
賞
・
直
木
賞
を
扱
っ
て
い
た
と
い

っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
菊
池
の
怒
り
は
過
剰
と
い
う
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
菊
池
の
勘
違

い
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
意
図
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
大
げ
さ
に
激
怒
し
て
見
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
の
宣
伝
効
果
を
ね
ら
っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
社
会
面
に
報
道
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
受
賞
者
に
、
特
に
芥

川
賞
受
賞
者
に
経
済
的
な
変
化
が
訪
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。

　

石
川
達
三
は
芥
川
賞
受
賞
後
の
貧
乏
生
活
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い

た
。「
昭
和
十
二
年
頃
と
云
ふ
と
、
新
潮
も
貧
乏
雑
誌
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
私
も

貧
乏
作
家
で
、
高
円
寺
の
小
さ
な
家
の
四
畳
半
で
、
朝
か
ら
晩
ま
で
書
い
て
ゐ
た
。

そ
の
春
ご
ろ
、長
篇
の
計
画
を
も
つ
て
ゐ
た
の
で
新
潮
の
記
者
に
は
な
し
て
み
た
。

す
る
と
や
が
て
返
事
が
来
た
。（
新
潮
創
作
欄
は
、
稿
料
百
五
十
円
し
か
予
算
が

な
い
。
そ
れ
で
も
宜
し
か
つ
た
ら
書
い
て
も
ら
ひ
ま
す
。）
／
私
は
貧
乏
で
あ
つ

た
し
、
作
品
を
発
表
し
た
か
つ
た
か
ら
、
そ
れ
で
も
宜
し
い
と
言
つ
て
約
束
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
ヶ
月
を
調
査
に
あ
て
、
六
月
か
ら
七
月
を
執
筆
に
あ
て
た
。
徹
夜
を

つ
ゞ
け
て
四
十
日
ば
か
り
で
、
三
百
三
十
枚
ほ
ど
書
き
あ
げ
た
。
た
し
か
新
潮
の

十
二
年
八
月
号
に
載
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
（
日
蔭
の
村
）
で
あ
る
。（
中
略
）
／

三
百
三
十
枚
で
約
束
通
り
百
五
十
円
の
稿
料
を
も
ら
つ
た
。
一
枚
五
十
銭
に
も
つ

か
な
い
。
し
か
し
私
は
大
変
助
か
つ
た
。
そ
れ
が
私
の
最
初
の
子
供
の
、
出
産
費

用
に
な
つ
た
。
ち
や
う
ど
一
杯
一
杯
だ
つ
た
と
思
ふ
」（「
貧
乏
作
家
の
頃
」「
新
潮
」

昭
30
・
４
）。

　

た
だ
し
、
こ
の
窮
状
―
―
受
賞
が
そ
の
作
家
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
や
経
済
的
自

立
に
直
結
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
菊
池
に
と
っ
て
、
芥
川
賞
・
直
木
賞
制
定
時
か

ら
、
織
り
込
み
済
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
菊
池
が
受
賞
者

の
可
能
性
に
つ
い
て
は
厳
し
い
見
通
し
を
語
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

昭
和
十
年
一
月
号
の「
文
藝
春
秋
」に
掲
載
さ
れ
た「
芥
川
・
直
木
賞
細
目
」に
は
、

「
芥
川
龍
之
介
、
直
木
三
十
五
の
二
巨
星
の
名
を
以
て
す
る
我
社
今
回
の
企
て
は
、

挙
げ
て
優
秀
な
る
新
人
の
出
現
と
、
そ
の
活
躍
を
待
望
助
長
す
る
に
あ
る
。
／
年

と
共
に
擡
頭
の
機
会
の
失
は
れ
行
く
今
日
、
新
人
群
の
為
に
此
恒
久
的
な
企
画
が

何
物
か
を
寄
与
す
る
処
が
あ
る
な
ら
ば
、
我
等
の
欣
懐
之
に
過
ぎ
た
る
も
の
は
な

い
の
で
あ
る
。」
と
あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、「
年
と
共
に

擡
頭
の
機
会
の
失
は
れ
行
く
今
日
」
と
い
う
現
状
認
識
で
あ
る
。
こ
う
し
た
現
状
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認
識
は
、
円
本
ブ
ー
ム
、
日
本
経
済
の
不
況
に
よ
っ
て
、
文
学
作
品
を
掲
載
す
る

雑
誌
の
廃
刊
が
相
次
ぎ
、
単
行
本
の
出
版
も
極
端
に
減
少
し
た
当
時
の
文
学
市
場

の
厳
し
い
動
向
を
踏
ま
え
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

　

昭
和
三
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
、「
純
文
学
」
系
の
作
品
に
原
稿
料
を
支
払
う

雑
誌
は
「
中
央
公
論
」・「
改
造
」・「
文
藝
春
秋
」・「
新
潮
」
に
限
定
さ
れ
た
。
創

作
欄
の
頁
数
と
予
算
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
作
家
の
作
品
が
掲

載
さ
れ
れ
ば
、
誰
か
は
載
ら
な
い
と
い
う
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
生
活
を
賭
け
た
席

取
り
合
戦
が
出
現
し
た
こ
と
に
な
る
。
新
人
作
家
、
新
進
作
家
に
と
っ
て
、
文
壇

に
定
着
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。「
苦
節
十
年
」
が
流
行
語
と
な

る
ほ
ど
だ
っ（

３
）た

。

　
「
細
目
」
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
た
菊
池
の
「
審
査
は
絶
対
公
平
」、
佐
々
木
茂
索

の
「
委
員
と
し
て
」
と
題
さ
れ
た
コ
メ
ン
ト
も
同
様
の
厳
し
い
現
状
認
識
を
述
べ

て
い
た
。
菊
池
は
「
賞
金
は
少
い
が
、
し
か
し
あ
ま
り
多
く
出
す
と
、
社
が
苦
し

く
な
つ
た
場
合
な
ど
負
担
に
な
つ
て
、中
絶
す
る
危
険
が
あ
る
。
五
百
円
位
な
ら
、

先
づ
当
分
は
大
丈
夫
で
あ
る
。
賞
金
は
、
少
い
が
相
当
、
表
彰
的
効
果
は
あ
る
と

思
つ
て
ゐ
る
。
現
代
で
は
あ
ま
り
に
、
無
名
的
作
家
が
多
い
の
で
、
何
等
か
の
チ

ヤ
ン
ス
を
作
ら
な
い
と
、
玉
石
共
に
埋
も
れ
る
や
う
に
な
る
。
こ
の
賞
金
な
ぞ
も

多
少
そ
の
憂
を
絶
つ
だ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
る
。
当
選
者
は
、
規
定
以
外
も
、
社
で

責
任
を
持
つ
て
、
そ
の
人
の
進
展
を
援
助
す
る
筈
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
た
。

こ
の
コ
メ
ン
ト
か
ら
、
認
知
さ
れ
な
い
新
人
た
ち
の
多
さ
と
文
藝
春
秋
社
が
、
い

わ
ば
、
パ
ト
ロ
ン
と
な
る
こ
と
を
確
約
し
な
け
れ
ば
、
授
賞
後
の
生
活
が
保
障
さ

れ
な
い
と
い
う
経
済
的
な
現
実
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

　

佐
々
木
の
コ
メ
ン
ト
は
そ
の
点
を
よ
り
明
確
に
説
明
し
て
い
た
。「
こ
の
賞
金

が
制
定
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
色
々
な
試
案
が
あ
つ
た
訳
だ
が
、
其
一
つ
に
、
授
賞

を
年
一
度
に
し
て
、
賞
金
を
千
円
に
し
た
ら
と
い
ふ
の
が
あ
つ
た
。
同
じ
金
額
を

負
担
す
る
に
し
て
も
一
度
に
二
千
円
出
し
た
方
が
何
と
な
く
派
手
で
あ
る
が
、
一

人
に
千
円
贈
る
よ
り
は
五
百
円
づ
ゝ
四
人
に
贈
つ
た
方
が
、『
文
運
隆
昌
』
に
余

計
資
し
得
る
や
う
に
考
へ
ら
れ
た
か
ら
、
発
表
さ
れ
た
が
如
く
決
定
さ
れ
た
訳
で

あ
る
。
本
当
に
精
進
す
る
気
の
人
な
ら
五
百
円
あ
れ
ば
、
相
当
期
間
兎
に
角
食
つ

て
書
い
て
居
ら
れ
る
と
思
ふ
し
、
そ
し
て
書
け
た
ら
文
藝
春
秋
な
り
、
オ
ー
ル
読

物
な
り
に
掲
載
し
て
、
こ
れ
に
軽
少
な
が
ら
稿
料
を
呈
す
か
ら
、
こ
れ
で
又
暫
く

勉
強
が
出
来
る
筈
だ
。
か
う
し
て
チ
ヤ
ン
ス
を
与
へ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
で
も
出
ら

れ
な
い
人
は
、
も
う
止
を
得
な
い
で
あ
ら
う
」。

　

菊
池
は
「
審
査
は
絶
対
に
公
平
に
し
て
、
二
つ
の
賞
金
に
依
つ
て
、
有
為
な
る

作
家
が
、
世
に
出
る
こ
と
を
期
待
し
て
ゐ
る
。」
と
、
佐
々
木
は
「
こ
の
度
の
文

藝
春
秋
社
の
善
き
企
て
で
一
人
で
も
有
力
な
作
家
の
出
現
を
、
早
く
見
た
い
も
の

で
あ
る
。」
と
、
最
後
を
結
ん
で
い
る
が
、
彼
ら
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
文
学
を

職
業
と
す
る
こ
と
の
困
難
さ
の
方
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

少
な
く
と
も
、
芥
川
賞
の
方
は
ぎ
り
ぎ
り
の
所
に
追
い
詰
め
ら
れ
た
「
純
文
学
」

の
新
人
た
ち
の
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の
救
済
策
で
し
か
な
く
、
菊
池
た
ち
も
そ
れ
は

自
覚
し
て
い
て
、
受
賞
が
そ
の
作
家
の
経
済
的
自
立
に
直
結
す
る
な
ど
と
は
考
え

て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
「
芥
川
・
直
木
賞
制
定
／
二
千
円
を
新
人
に
提
供
す
！
」
と
い
う
威
勢
の
よ
い

宣
伝
文
句
は
、
あ
る
意
味
で
全
く
の
見
か
け
倒
し
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
与

え
ら
れ
る
賞
金
の
五
百
円
で
は
「
本
当
に
精
進
す
る
気
の
人
」
で
な
け
れ
ば
、
長

期
間
持
ち
こ
た
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
横
光
利
一
は
妻
と
二
人

の
子
供
が
い
た
が
、こ
の
時
期
の
生
活
費
に
つ
い
て
「
ど
う
も
二
百
円
要
る
」（「
行

路
難
」「
文
芸
通
信
」
昭
10
・
２
）
と
告
白
し
て
い
る
。
五
百
円
は
み
み
っ
ち
い

金
額
な
の
で
あ
る
。『
文
藝
春
秋
七
十
年
史
』（
平
３
・
12
刊
）は「
当
時
の
物
価（
コ

ー
ヒ
ー
五
銭
、
ホ
テ
ル
宿
泊
費
二
人
室
十
五
円
、
東
大
の
授
業
料
年
間
百
二
十
円
）

な
ど
に
く
ら
べ
れ
ば
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
こ
と
を
率
直
に
認
め

て
い
る
。
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菊
池
は
「
表
彰
的
効
果
は
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
が
、
ま
さ
に
そ
の
程
度
の
効

果
だ
っ
た
。
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、芥
川
賞
授
賞
は
、石
川
に〈
経
済
的
効
果
〉

を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
菊
池
が

作
家
た
ち
の
経
済
的
な
問
題
を
実
質
的
に
打
開
す
る
ほ
ど
の
投
資
を
す
る
考
え
を

最
初
か
ら
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
回
の
受
賞
者
で
あ
る
石
川
達

三
の
『
蒼
氓
』
の
単
行
本
が
改
造
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
端
的
に
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
文
藝
春
秋
社
は
芥
川
賞
・
直
木
賞
制
定
を
機
に
、
文
学
書
出
版
に
進

出
す
る
気
は
な
か
っ
た
。
文
藝
春
秋
社
は
、
芥
川
賞
・
直
木
賞
に
よ
っ
て
、
文
学

市
場
が
活
性
化
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
文
藝
春
秋
社
に
出
版
部
が
正
式
に
創
設
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
五
年

十
月
で
、昭
和
十
五
年
下
半
期
の
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
櫻
田
常
久
の
『
平
賀
源
内
』

が
最
初
の
受
賞
作
品
の
単
行
本
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
昭
和
十
四
年
に
文
学
市
場

が
活
性
化
し
た
こ
と
を
見
届
け
て
か
ら
の
手
堅
い
決
断
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。

　

菊
池
は
、
文
藝
春
秋
社
の
経
済
的
基
盤
の
弱
さ
を
強
調
す
る
一
方
で
、「
む
ろ

ん
芥
川
賞
、
直
木
賞
な
ど
は
、
半
分
は
雑
誌
の
宣
伝
に
や
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
そ
の

事
は
最
初
か
ら
声
明
し
て
ゐ
る
。」
と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、こ
の
時
期
の
「
雑

誌
の
宣
伝
」
の
中
心
が
「
芥
川
賞
、
直
木
賞
な
ど
」
に
な
か
っ
た
こ
と
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
。「
十
五
大
都
市
／
愛
読
者
歴
訪
」、「
移
動
す
る
全
日
本
文
壇
の

偉
観
」
と
銘
打
た
れ
た
「
文
藝
春
秋
社
／
大
講
演
会
」
こ
そ
が
昭
和
九
年
か
ら
十

年
に
か
け
て
の
文
藝
春
秋
社
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。

　
「
芥
川
・
直
木
賞
宣
言
」が
掲
載
さ
れ
た
昭
和
十
年
一
月
号
の「
文
藝
春
秋
」に
は
、

昭
和
九
年
十
二
月
二
十
四
、二
十
六
日
に
開
催
さ
れ
る
「
大
阪
・
京
都
大
会
」
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
大
阪
の
部
」
は
、
第
一
部
は
菊

池
寛
の
挨
拶
に
始
ま
り
、
白
井
喬
二
・
小
島
政
二
郎
・
小
林
秀
雄
の
講
演
が
続
き
、

第
二
部
は
徳
川
夢
声
の
司
会
に
よ
っ
て
、
山
田
五
十
鈴
・
林
長
二
郎
・
市
川
右
太

衛
門
・
片
岡
千
恵
蔵
ら
の
芸
談
、
新
興
キ
ネ
マ
俳
優
た
ち
に
よ
る
寸
劇
、
久
米
正

雄
・
川
口
松
太
郎
・
今
日
出
海
ら
の
文
士
劇
「
父
帰
る
」
の
上
演
と
い
う
豪
華
な

も
の
だ
っ
た
。「
大
阪
・
京
都
大
会
」
の
場
合
、「
新
年
号
の
『
文
藝
春
秋
』
か
『
オ

ー
ル
読
物
』
か
『
話
』
の
中
、
い
づ
れ
か
一
冊
を
入
場
券
代
り
と
し
て
」
持
参
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
イ
ベ
ン
ト
が
文
藝
春
秋
社
の
雑
誌
宣
伝
と
販

売
促
進
運
動
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ（

４
）う

。

　

こ
の
「
大
講
演
会
」
は
、
昭
和
九
年
十
月
号
の
「
文
藝
春
秋
」
で
発
表
さ
れ
た

も
の
で
、
九
月
に
盛
岡
・
仙
台
・
福
島
、
十
月
に
小
倉
・
八
幡
・
福
岡
・
熊
本
・

長
崎
・
佐
世
保
を
め
ぐ
り
、
十
月
二
十
九
日
、
十
一
月
二
十
六
日
に
「
東
京
愛
読

者
大
会
」
が
開
か
れ
、
十
二
月
に
は
岡
山
・
広
島
・
呉
・
大
阪
・
神
戸
・
京
都
で

開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

菊
池
は
「
昨
年
か
ら
今
年
に
か
け
て
の
講
演
会
は
、
全
国
で
費
用
が
一
万
五
千

円
位
か
ゝ
つ
た
。」（「
話
の
屑
籠
」「
文
藝
春
秋
」
昭
10
・
７
）
と
述
べ
て
い（

５
）た

。「
大

講
演
会
」
と
芥
川
賞
・
直
木
賞
に
投
下
し
た
資
金
の
大
き
な
差
は
、
菊
池
の
市
場

的
な
効
果
に
対
す
る
期
待
の
違
い
が
示
さ
れ
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
経

営
者
と
し
て
の
菊
池
は
芥
川
賞
・
直
木
賞
に
そ
こ
ま
で
期
待
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　

一
方
、「
純
文
学
」
の
作
家
た
ち
は
、
こ
う
し
た
文
学
市
場
を
変
え
る
べ
く
、

生
活
を
賭
け
た
必
死
の
挑
戦
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
挑
戦
は
横
光
利
一
の

「
純
粋
小
説
論
」（「
改
造
」
昭
10
・
４
）
か
ら
始
ま
る
こ
と
に
な
っ（

６
）た

。

　
「
も
し
文
芸
復
興
と
い
ふ
べ
き
こ
と
が
あ
る
も
の
な
ら
、
純
文
学
に
し
て
通
俗

小
説
、
こ
の
こ
と
以
外
に
、
文
芸
復
興
は
絶
対
に
有
り
得
な
い
、
と
今
も
私
は
思

つ
て
ゐ
る
。」
と
、
冒
頭
で
宣
言
す
る
「
純
粋
小
説
論
」
が
、「
純
文
学
」
に
精
進

す
る
新
人
作
家
た
ち
を
称
賛
す
る
芥
川
賞
と
は
正
反
対
の
方
向
性
を
推
奨
し
た
こ

と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
文
章
は
、
作
家
た
ち
に
「
純
文
学
」

を
捨
て
て
、
新
た
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
切
り
開
く
こ
と
を
提
唱
し
て
、
そ
の
〈
正
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当
性
〉
を
力
説
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
提
唱
が
、
同
時
に
、
作
家
と
し
て
の
新
し

い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
提
案
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

　

つ
ま
り
、「
純
文
学
に
し
て
通
俗
小
説
」
を
発
表
す
る
こ
と
は
、
総
合
雑
誌
や

文
芸
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
短
編
小
説
の
原
稿
料
と
そ
れ
ら
の
単
行
本
化
に
よ
っ
て

得
ら
れ
る
印
税
で
生
計
を
立
て
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
か
ら
、
新
聞
や
婦
人
雑
誌
な

ど
の
連
載
長
編
小
説
を
執
筆
す
る
こ
と
で
生
計
を
立
て
る
ス
タ
イ
ル
へ
と
転
身
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
井
上
謙
に
「『
純
粋

小
説
論
』
の
対
象
作
品
が
す
べ
て
長
編
で
あ
る
こ
と
と
、『
純
粋
小
説
』
を
成
功

さ
せ
る
た
め
に
は
、
先
ず
作
家
の
生
活
保
障
が
肝
心
で
、
そ
れ
な
く
し
て
は
実
現

が
難
し
い
と
し
て
『
短
編
小
説
で
は
、
純
粋
小
説
は
書
け
ぬ
』『
百
枚
や
二
百
枚

の
短
篇
で
は
ど
う
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
』
と
、
長
編
―
そ
れ
も
連
載
も
の
を

暗
に
奨
励
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
純
粋
小
説
論
』
が
小
説
論
の
域
を

越
え
て
作
家
の
生
活
問
題
ま
で
発
展
し
た
文
化
論
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
。」

（「『
純
粋
小
説
論
』」「
解
釈
と
鑑
賞
」
平
12
・
６
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
井
上

は
可
能
性
の
指
摘
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
視
点
は
も
っ
と
積
極
的
に
発
展

さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
変
更
こ
そ
横
光
に
と
っ
て
は
切
実
な

も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

確
か
に
、「
純
粋
小
説
論
」
の
議
論
は
、
従
来
の
「
純
文
学
」
の
「
自
己
身
辺

の
日
常
経
験
の
み
を
書
き
つ
ら
ね
る
こ
と
が
、
何
よ
り
の
真
実
の
表
現
だ
と
、
素

朴
実
在
論
的
な
考
へ
か
ら
撰
択
し
た
日
常
性
の
表
現
ば
か
り
を
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と

し
て
来
た
」
と
い
う
あ
り
方
―
―
〈
私
小
説
〉
や
〈
心
境
小
説
〉
が
仮
想
敵
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
る
―
―
を
否
定
し
、
も
う
一
度
「
近
代
小
説
」
が
本
来
持
っ
て

い
た
「
物
語
を
書
く
こ
と
こ
そ
文
学
だ
と
し
て
来
て
迷
は
な
か
つ
た
創
造
的
な
精

神
」
に
回
帰
す
る
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
主
張
の
底
に
強
く
流
れ

て
い
る
の
は
、
井
上
の
い
う
「
文
化
論
」
と
し
て
の
「
作
家
の
生
活
問
題
」
だ
っ

た
。
直
前
に
発
表
さ
れ
た
、「
傑
作
行
路
難
」（「
雑
感
」「
読
売
新
聞
」
昭
10
・
１
・

10
）
と
「
行
路
難
」（
前
掲
文
）
と
い
う
二
つ
の
文
章
か
ら
横
光
の
願
望
が
明
ら

か
に
な
っ
て
く
る
。

　
「
傑
作
行
路
難
」
で
、
横
光
は
「
名
曲
名
作
と
い
ふ
こ
と
の
出
来
る
も
の
は
、

そ
の
時
代
の
一
番
高
い
玄
人
を
も
動
か
し
、
ジ
ヤ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
も
動
か
し
、
素

人
を
も
動
か
さ
な
け
れ
ば
名
曲
名
作
と
い
へ
な
い
」
の
で
あ
る
以
上
、「
純
文
学

の
作
品
と
し
て
、
後
世
に
残
る
や
う
な
名
作
で
あ
る
な
ら
、
通
俗
小
説
の
中
か
ら

必
ず
そ
れ
が
出
る
べ
き
で
あ
る
。
純
粋
文
学
に
し
て
通
俗
小
説
、
こ
の
中
に
一
番

小
説
と
し
て
困
難
な
道
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
と
も
思
は
れ

る
。」
と
述
べ
、「
新
人
」・「
旧
人
」
の
区
別
な
く
、「
こ
れ
か
ら
こ
こ
を
目
ざ
し

て
や
ら
な
け
れ
ば
、意
義
が
な
く
な
つ
て
来
て
ゐ
る
時
代
で
あ
る
。」と
指
摘
し
た
。

こ
の
主
張
が
「
純
粋
小
説
論
」
の
趣
旨
と
重
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
当

然
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
の
は
、
連
続
し
て
書
か
れ
た
「
行
路
難
」
と
並
べ
る
と
、

も
う
一
つ
の
ラ
イ
ン
が
顕
在
化
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。

　

一
見
し
て
気
づ
く
の
は
、
タ
イ
ト
ル
が
「
傑
作
行
路
難
」
を
受
け
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
。「
純
粋
文
学
に
し
て
通
俗
小
説
」
成
就
の
困
難
さ
を
述
べ
た
文
章
は
、

実
は
「
行
路
難
」、
つ
ま
り
「
世
渡
り
の
難
し
さ
」
も
訴
え
て
い
た
可
能
性
が
高

い
の
で
あ
る
。「
行
路
難
」
は
三
つ
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
最

初
の
テ
ー
マ
は
長
編
小
説
執
筆
の
必
然
性
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
明
ら
か
に

「
傑
作
行
路
難
」
の
内
容
を
受
け
て
い
る
。

　

横
光
は
、「
紋
章
」（「
改
造
」昭
９
・
１
〜
９
）・「
時
計
」（
昭
９
・
１
〜
12
）の
発
表
、

そ
し
て
「
盛
装
」（「
婦
人
公
論
」
昭
10
・
１
〜
11
）
連
載
中
の
体
験
か
ら
、
短
編

小
説
を
中
心
と
す
る
文
学
活
動
の
限
界
を
表
明
し
て
い
る
。
横
光
に
よ
れ
ば
、「
人

間
を
生
か
し
動
か
し
て
い
か
う
と
す
れ
ば
七
百
枚
か
ら
千
枚
は
欲
し
い
」
の
で
あ

る
が
、「
二
百
枚
以
上
と
い
へ
ば
ど
の
雑
誌
で
も
所
載
し
て
く
れ
る
場
所
が
な
い
」

た
め
に
、「
純
文
学
の
舞
台
と
い
ふ
も
の
が
な
く
な
る
の
だ
」。
こ
う
し
た
制
限
が

「
純
文
学
の
癌
で
あ
る
」
こ
と
に
な
る
。
横
光
は
小
説
執
筆
の
メ
デ
ィ
ア
的
限
界
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を
打
破
し
、
新
た
な
作
品
世
界
を
切
り
開
く
た
め
に
、
新
聞
や
婦
人
雑
誌
な
ど
へ

の
進
出
の
必
然
性
を
説
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、我
々
に
と
っ
て
、

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
文
章
が
、「
純
粋
小
説
論
」
の
主
張
の
正
当
性
を
メ
デ
ィ

ア
的
な
問
題
に
よ
っ
て
証
明
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
二
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
文
学

青
年
」
の
可
能
性
を
述
べ
た
部
分
を
経
て
、〈
高
収
入
〉
へ
の
憧
憬
の
吐
露
に
急

展
開
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

横
光
は
、「
中
央
公
論
で
、（
谷
崎
）
潤
一
郎
氏
は
、
千
円
の
収
入
が
ほ
し
い
の

だ
が
七
百
円
位
し
か
無
い
、
と
い
ふ
お
話
だ
が
、
谷
崎
氏
の
や
う
な
い
み
で
千
円

ほ
し
い
と
い
ふ
の
な
ら
、
私
は
千
円
で
は
足
り
な
い
二
千
円
ほ
し
い
と
云
ひ
た
く

な
る
。」
と
語
り
出（

７
）す

。
そ
し
て
、
直
木
三
十
五
と
山
本
有
三
と
い
う
一
世
を
風

靡
す
る
流
行
作
家
た
ち
と
交
わ
し
た「
生
活
費
」を
め
ぐ
る
会
話
を
紹
介
す
る
。「
僕

は『
ど
う
も
二
百
円
要
る
』と
い
ふ
と
山
本
氏
が『
た
つ
た
そ
れ
だ
け
で
足
り
る
か
』

と
吃
驚
し
た
や
う
に
い
は
れ
る
と
、
傍
か
ら
直
木
は
『
百
五
十
円
で
よ
い
』
と
い

つ
た
。
僕
は
直
木
に
『
月
々
自
分
は
二
千
円
と
つ
て
み
た
い
、
三
、四
年
で
い
い

か
ら
』
と
い
つ
た
。
山
本
氏
も
直
木
も
び
つ
く
り
し
た
や
う
に
『
何
故
か
』
と
問

ふ
の
で
『
月
々
二
千
円
遣
つ
て
み
な
い
と
、
世
の
中
に
分
ら
ん
こ
と
が
あ
る
よ
う

に
思
ふ
』
と
い
ふ
と
直
木
が
ニ
ヤ
リ
と
笑
つ
て
『
お
ん
な
し
こ
つ
た
よ
』
と
一
口

で
片
づ
け
た
。
直
木
が
月
々
二
千
円
と
つ
た
か
ら
こ
そ
い
へ
る
言
葉
で
、
さ
う
い

へ
る
の
は
え
ら
い
。
私
は
さ
う
い
ふ
意
味
で
、
谷
崎
氏
の
い
は
れ
る
千
円
は
二
千

円
ほ
し
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
作
家
は
、
金
を
取
れ
ば
取
つ
た
で
金
が
役
に
立
つ
、

金
を
と
る
の
は
贅
沢
で
は
な
い
、
世
間
で
は
作
家
が
金
を
と
る
か
ら
贅
沢
だ
な
ど

と
い
ふ
が
、
そ
れ
は
作
家
の
心
配
や
苦
労
を
し
ら
ぬ
人
の
い
ふ
こ
と
だ
」。

　

こ
の
主
張
は
、
こ
れ
ま
で
の
、
い
わ
ば
、〈
清
貧
〉
を
旨
と
し
て
き
た
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
へ
の
反
省
で
も
あ
っ
た
。「
私
な
ん
か
は
、
と
れ
る
金
を
と
ら
ん
や
う

な
工
夫
を
し
て
来
た
か
ら
、
作
家
の
成
長
す
る
意
味
か
ら
は
、
間
違
つ
て
ゐ
た
や

う
な
気
が
し
て
ゐ
る
、
と
れ
る
金
を
と
ら
ぬ
と
い
ふ
の
は
威
ば
つ
た
こ
と
で
は
な

い
。
い
ろ
ん
な
も
の
、
色
ん
な
こ
と
を
識
る
た
め
に
は
、
金
と
い
ふ
も
の
を
う
ま

く
使
は
な
け
れ
ば
、
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
」。

　

こ
う
し
た
〈
告
白
〉
は
、「
純
粋
小
説
論
」
発
表
の
基
底
に
存
在
す
る
欲
望
が

何
で
あ
っ
た
か
を
明
確
に
し
て
く
れ
る
。〈
高
収
入
〉
に
よ
っ
て
体
験
さ
れ
獲
得

さ
れ
る
幅
広
い
社
会
生
活
を
前
提
と
し
た
作
家
と
し
て
の
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
の
夢
想
／
提
案
で
も
あ
る
の
だ
が
、
何
よ
り
も
〈
清
貧
〉
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
脱
却
し
て
、〈
高
収
入
〉
を
得
た
い
と
い
う
切
実
な
願
望
で
あ
っ
た
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
月
収
「
二
千
円
」
を
主
張
す
る
横
光
の
願
望
の
背
景
を
理
解
す
る
の

に
役
立
つ
の
は
、「
読
売
新
聞
」
昭
和
十
年
八
月
二
十
九
日
の
コ
ラ
ム
「
文
壇
統

計
メ
モ
」﹇
四
﹈「
文
芸
家
所
得
税
一
覧
表
」
だ
ろ
う
。

　

こ
の
「
一
覧
表
」
に
よ
れ
ば
、
菊
池
寛
と
三
上
於
菟
吉
が
横
綱
で
、
そ
れ
ぞ

れ
「
四
八
三
二
円
」、「
二
二
一
五
円
」
だ
っ
た
。
横
光
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
番

付
最
下
位
の
「
五
○
円
」
で
し
か
な
い
。
当
時
の
所
得
税
は
、
一
年
の
所
得
が

千
二
百
円
以
上
の
者
が
対
象
で
、
普
通
所
得
に
対
す
る
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
比
例
課

税
が
基
本
で
あ
る
。
執
筆
活
動
以
外
の
収
入
の
可
能
性
や
各
種
の
控
除
が
あ
る

の
で
単
純
に
比
較
で
き
な
い
と
は
い
え
、「
純
文
学
」
の
弱
さ
は
圧
倒
的
で
あ
る
。

記
事
に
は
、「
純
文
学
は
金
に
な
ら
ぬ
の
も
一
目
瞭
然
、
行
司
の
藤
村
が
一
九
六

で
わ
づ
か
に
気
を
吐
い
て
ゐ
る
の
み
」、「
杉
山
平
助
の
大
量
生
産
を
以
つ
て
し
て

も
タ
ツ
タ
五
六
円
と
は
評
論
家
の
た
め
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
か
悲
し
む
べ
き
こ
と

か
」、「
純
文
学
作
家
の
多
く
が
此
処
に
出
場
し
な
か
つ
た
の
は
遺
憾
千
万
で
あ
る

が
横
光
、
川
端
級
が
五
○
円
ど
ま
り
だ
か
ら
先
づ
も
つ
て
出
場
資
格
の
な
い
も
の

と
大
方
の
士
よ
、
諦
め
て
戴
き
た
い
。」
と
あ
っ
た
。

　

月
収
「
二
千
円
」
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
よ
う
に
〈
純
文
学
〉
だ

け
を
書
い
て
い
て
は
だ
め
な
の
で
あ
る
。「
通
俗
小
説
」
へ
の
積
極
的
な
進
出
、

新
聞
・
婦
人
雑
誌
な
ど
の
連
載
長
編
小
説
執
筆
が
必
然
的
な
課
題
と
な
っ
て
浮
か

び
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
純
粋
小
説
論
」
は
、
こ
の
新
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
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イ
ル
へ
の
挑
戦
の
正
当
性
を
文
学
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。

　

横
光
の
夢
想
の
背
景
に
は
、
通
俗
小
説
作
家
や
大
衆
文
学
作
家
た
ち
の
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
彼
ら
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　

２

　

昭
和
十
年
八
月
号
の
「
話
」
に
は
池
田
洋
の
「
吉
屋
信
子
さ
ん
の
生
活
を
覗
く

―
―
た
ま
に
は
お
酒
も
飲
み
ま
す
―
―
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
記
事
に
よ

れ
ば
、吉
屋
信
子
は
、「
下
落
合
」
の
「
見
る
よ
り
モ
ダ
ー
ン
な
る
文
化
住
宅
」、「
先

づ
四
五
千
円
は
か
ゝ
つ
た
ゞ
ら
う
と
思
は
れ
る
や
う
な
立
派
な
住
居
」
に
住
み
、

「
ポ
ー
チ
の
前
に
、戯
れ
て
ゐ
る
愛ペ

ツ
ト犬

の
セ
パ
ー
ト
」
は
「
相
当
」
な
も
の
で
あ
り
、

「
応
接
間
の
ピ
ア
ノ
も
豪
勢
で
あ
る
」。
そ
し
て
彼
女
の
一
日
は
「
専
ら
仕
事
の
時

間
に
当
て
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
午
前
中
。
午
後
は
余
程
忙
し
く
な
い
限
り
フ
リ
ー
の

時
間
。
そ
し
て
夜
は
、
好
き
な
レ
コ
ー
ド
を
か
け
た
り
読
書
し
た
り
」
す
る
と
い

う
優
雅
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
生
活
を
支
え
て
い
る
の
は
「
一
本
の
筆
と
原
稿
用
紙
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
雑
誌
の
連
載
長
編
小
説
を
四
本
同
時
に
進
行
さ
せ
、「
訪
問
記
」
の

執
筆
や
座
談
会
の
出
席
、「
一
問
一
答
」
の
回
答
者
も
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
。

池
田
は
「
長
篇
四
ツ
、
こ
れ
が
三
十
枚
平
均
と
見
積
つ
て
、
合
計
百
二
十
枚
。
こ

れ
だ
け
が
ス
ー
ツ
と
銀
行
に
、
直
接
繰
入
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
だ
け
で
も
、
ま
づ
千

円
は
確
か
だ
ら
う
と
い
ふ
も
の
。
加
ふ
る
に
全
集
の
印
税
が
あ
り
、
少
女
も
の
ゝ

単
行
本
の
売
行
き
が
、こ
れ
亦
莫
大
な
も
の
だ
。
そ
れ
や
こ
れ
や
を
加
算
し
た
ら
、

彼
女
の
眼
に
ふ
れ
ず
銀
行
に
突
進
す
る
小
切
手
や
札
束
は
そ
れ
こ
そ
千
円
以
上
の

額
に
上
ら
う
。」
と
推
測
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
吉
屋
は
横
光
の
夢
想
す
る
月
収

二
千
円
を
実
現
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
先
に
示
し
た
「
文
芸
家
所
得
税
一
覧
表
」

で
は
、
吉
屋
は
東
の
小
結
で
「
一
○
一
六
円
」
だ
っ
た
）。
た
だ
し
、
池
田
の
推

測
は
印
税
を
過
剰
に
見
積
も
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

我
々
も
、
池
田
の
よ
う
に
、
通
俗
小
説
、
あ
る
い
は
大
衆
小
説
が
ベ
ス
ト
セ
ラ

ー
で
あ
り
、作
家
は
「
莫
大
」
な
印
税
を
得
た
と
考
え
が
ち
で
あ
る
が
、こ
の
時
期
、

果
た
し
て
通
俗
小
説
は
ど
の
程
度
売
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
発
行
部
数
な
ど
を

確
認
す
る
こ
と
は
意
外
に
難
し
い
の
で
あ
る
が
、
吉
屋
の
場
合
、
新
潮
社
の
『
吉

屋
信
子
全
集
』
全
十
二
巻
（
昭
10
・
２
〜
11
・
２
刊
）
が
目
安
に
な
る
。
こ
の
全

集
の
予
約
価
は
一
円
五
十
銭
で
、
各
巻
五
百
頁
を
超
え
て
い
た
。

　

昭
和
十
年
二
月
二
日
の
「
東
京
朝
日
新
聞
」
の
朝
刊
一
面
に
掲
載
さ
れ
た
広
告

の
、「
見
よ
！
日
本
が
生
ん
だ
唯
一
の
女
性
作
家
／
花
の
如
く
匂
へ
る
全
業
績
を

茲
に
!!
」
と
い
う
誇
大
妄
想
的
な
宣
伝
文
句
と
と
も
に
、
思
わ
ず
、
注
目
し
て
し

ま
う
の
は
、
全
集
予
約
者
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
多
さ
だ
ろ
う
。
第
一
回

配
本
の
『
女
の
友
情
』
に
つ
い
て
は
、「
三
万
部
の
う
ち
／
一
万
部
限
り
／
著
者

肉
筆
サ
イ
ン
入
り
」
と
あ
る
。
当
然
、
代
筆
だ
ろ
う
と
思
っ
て
し
ま
う
が
、「
特

別
大
懸
賞
」
に
応
募
し
て
正
解
し
た
者
全
員
に
「
吉
屋
信
子
先
生
色
紙
（

高
級

印
刷

）」

が
送
ら
れ
、「
最
終
十
二
巻
ま
で
継
続
の
方
に
」「
著
者
肉
筆
原
稿
」
が
「
進
呈
」

さ
れ
る
の
で
、
代
筆
で
ご
ま
か
す
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。「
特
別
大
懸
賞
」

の
賞
品
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
形
・「
朱
塗
鏡
台
」・「
高
級
ラ
ヂ
オ
」
だ
っ
た
。
全
集

に
添
付
さ
れ
た
「
投
書
券
」
で
応
募
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。「
正
解
者
全
部
」

に
山
川
秀
峰
画
伯
の
色
紙
も
進
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
女
の
友
情
』
が
広
告
に
あ
る
よ
う
に
「
婦
人
倶
楽
部
に
二
ヶ
年
連
載
さ
れ
、

読
者
と
い
ふ
読
者
を
悉
く
泣
か
せ
た
傑
作
」
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
三
万
部

を
売
る
た
め
の
宣
伝
と
し
て
は
過
剰
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

で
も
不
十
分
だ
っ
た
よ
う
だ
。
と
い
う
の
は
、「
東
京
朝
日
新
聞
」
二
月
十
七
日

の
朝
刊
の
広
告
で
は
、「
白
熱
的
歓
迎
！
／
品
切
近
し
!!
」
と
あ
る
も
の
の
、「
一
万

部
限
り
の
予
定
の
と
こ
ろ
忽
ち
売
切
れ
に
つ
き
／
更
に
五
千
部
肉
筆
サ
イ
ン
つ
き
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を
増
加
」あ
る
か
ら
で
あ
る
。
サ
イ
ン
付
き
の
も
の
か
ら
売
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

ま
だ
、
予
約
者
は
一
万
人
を
超
え
た
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
更
に
五
千
部
」

と
は
予
約
の
不
調
を
挽
回
す
る
た
め
の
方
策
と
考
え
て
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　

吉
屋
信
子
で
さ
え
、『
女
の
友
情
』
で
さ
え
、
書
籍
で
は
苦
戦
す
る
の
で
あ
る
。

池
田
が
印
税
を
「
莫
大
」
と
い
い
つ
つ
も
、
原
稿
料
と
同
程
度
の
金
額
に
見
積
も

っ
て
い
た
の
は
こ
う
し
た
事
情
を
勘
案
し
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。
こ
の

点
は
菊
池
寛
で
も
同
様
だ
っ
た
。『
吉
屋
信
子
全
集
』
第
一
巻
と
同
時
期
に
改
造

社
か
ら
定
価
一
円
五
十
銭
で
刊
行
さ
れ
た
『
貞
操
問
答
』
が
よ
い
サ
ン
プ
ル
と
な

る
だ
ろ
う
。『
貞
操
問
答
』
は
昭
和
九
年
七
月
二
十
二
日
か
ら
十
年
二
月
四
日
ま

で
「
東
京
日
々
新
聞
」「
大
阪
毎
日
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
単
行
本

は
「
二
万
部
を
売
り
つ
く
し
た
」（
江
藤
淳
「
解
説
」
文
春
文
庫　

平
14
・
10
刊

　

た
だ
し
、
初
出
は
昭
35
刊
『
菊
池
寛
文
学
全
集
』
第
十
巻
）
と
さ
れ
る
。
こ
の

数
字
は
、
吉
屋
信
子
の
苦
戦
を
知
ら
な
け
れ
ば
、
少
な
い
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。

昭
和
十
年
三
月
号
の
「
改
造
」
の
折
り
込
み
広
告
に
は
、「
文
壇
に
君
臨
す
る
菊

池
氏
が
、『
此
の
一
作
に
!!
』
と
心
血
を
打
込
ん
だ
本
篇
が
東
日
・
大
毎
両
紙
上

に
連
載
さ
れ
て
最
近
ま
で
如
何
に
満
天
下
の
読
者
を
熱
狂
せ
し
め
て
来
た
か
は
、

万
人
の
胸
底
に
猶
生
新
し
い
。
今
紙
上
完
結
と
共
に
、
全
フ
ア
ン
の
熱
望
に
迎
へ

ら
れ
、
小
林
秀
恒
氏
の
麗
筆
に
飾
ら
れ
て
、
愈
一
冊
の
本
と
な
つ
た
。」
と
、
威

勢
の
良
い
言
葉
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
が
、
宣
伝
効
果
は
少
な
か
っ
た
可
能
性

が
高
い
の
で
あ
る
。「
改
造
」
や
新
聞
広
告
を
見
る
限
り
で
は
、「
沸
騰
的
人
気
・

忽
ち
三
十
版
突
破
」（「
改
造
」
昭
10
・
４
）
と
あ
る
ぐ
ら
い
で
、
そ
の
売
行
き
が

例
え
ば
、「
五
十
版
」
に
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
宣
伝
さ
れ
た
り
は
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
例
か
ら
あ
る
仮
説
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
代
表
的
な
通
俗

小
説
作
家
の
、
連
載
時
に
好
評
の
作
品
で
あ
っ
て
も
、
単
行
本
は
そ
れ
ほ
ど
売
れ

な
い
と
い
う
現
実
で
あ
る
。こ
の
点
の
傍
証
に
な
る
の
は
、里
見
弴
が『
荊
棘
の
冠
』

（
定
価
１
円　

中
央
公
論
社　

昭
10
・
10
刊
）
の
「
跋
」
で
、
単
行
本
の
印
税
の

少
な
さ
を
嘆
い
た
こ
と
に
強
く
感
銘
を
受
け
た
小
林
秀
雄
の
感
想
だ
ろ
う
。
小
林

は
「
は
た
か
ら
見
て
も
、
こ
れ
は
相
当
へ
ん
な
事
で
あ
る
。
今
日
、
単
行
本
を
出

す
度
毎
に
、
こ
の
里
見
氏
の
所
謂
へ
ん
な
気
持
を
味
は
な
い
作
家
が
一
人
で
も
ゐ

る
だ
ら
う
か
。
菊
池
寛
氏
の
『
貞
操
問
答
』
が
ど
ん
な
に
売
れ
た
つ
て
、
恐
ら
く

印
税
で
一
月
分
の
新
聞
の
稿
料
を
稼
ぐ
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。」（「
東
京
朝
日
新

聞
」
昭
10
・
12
・
７
）
と
述
べ
て
い（

８
）る

。

　

菊
池
の
原
稿
料
は
、「
東
京
朝
日
新
聞
」
の
場
合
、
一
回
四
百
字
三
枚
半
で

六
十
円
と
さ
れ
て
い
る
（
新
延
修
三
『
朝
日
新
聞
の
作
家
た
ち　

新
聞
小
説
の
秘

密
』
昭
48
・
10
刊
）
の
で
、
そ
れ
を
単
純
に
当
て
は
め
る
と
、
全
百
九
十
六
回
連

載
さ
れ
た
『
貞
操
問
答
』
の
場
合
、
原
稿
料
は
一
万
一
千
七
百
六
十
円
と
な
る
。

小
林
の
「
印
税
で
一
月
分
の
新
聞
の
稿
料
を
稼
ぐ
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
」
と
い
う

の
は
さ
す
が
に
誇
張
が
あ
る
。
し
か
し
、『
貞
操
問
答
』
は
定
価
一
円
五
十
銭
な

の
で
、
二
万
部
発
行
と
し
て
、
印
税
率
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
計
算
す
れ
ば
、
印
税
は

三
千
円
と
な
り
、
こ
れ
は
五
十
回
分
の
原
稿
料
に
当
た
る
の
で
、
小
林
が
「
二
ヶ

月
分
の
新
聞
の
稿
料
を
稼
ぐ
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
」
と
い
え
ば
、
菊
池
寛
の
実
情

を
穿
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

単
行
本
化
す
る
こ
と
で
、
二
重
に
収
入
を
得
る
と
い
う
著
作
権
ビ
ジ
ネ
ス
の
う

ま
み
は
、
こ
の
時
期
の
出
版
ビ
ジ
ネ
ス
の
状
況
で
は
味
わ
え
な
か
っ
た
可
能
性
が

高
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
大
衆
小
説
作
家
で
も
同
様
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
吉

川
英
治
の
『
宮
本
武
蔵
』
が
国
民
的
な
人
気
を
博
し
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
が
、
単
行
本
の
売
行
き
が
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ
た
こ
と
は
見
逃
さ
れ
が
ち
で

あ
る
。『
ク
ロ
ニ
ッ
ク
講
談
社
の
80
年
』（
平
２
・
７
刊
）
に
は
、
昭
和
十
一
年
か

ら
「
上
製
本
６
巻
と
し
て
出
版
を
は
じ
め
て
い
た
」
が
「
売
行
き
は
か
ん
ば
し
く

な
」
く
、
昭
和
十
四
年
十
月
か
ら
全
八
巻
の
普
及
版
を
刊
行
す
る
よ
う
に
な
っ
て

156

文学の経済学――昭和十年代をよむ――



(10)

か
ら「
大
ヒ
ッ
ト
」す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
っ
た
。売
れ
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、

連
載
途
中
で
あ
っ
た
こ
と
と
定
価
が
一
円
八
十
銭
と
高
価
だ
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
吉
屋
信
子
・
菊
池
寛
と
同
様
に
、
吉
川
英
治
で
も
単
行
本
の
壁
を

突
破
で
き
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
な
お
、『
宮
本
武
蔵
』
の
「
大
ヒ
ッ
ト
」

と
い
っ
て
も
「
各
冊
と
も
17
〜
18
万
部
か
ら
20
万
部
」
程
度
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
状
況
が
生
じ
た
理
由
と
し
て
は
、
読
者
の
購
買
力
や
文
学
書
に
対
す

る
購
読
欲
の
低
さ
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
大
衆
雑
誌
・
婦

人
雑
誌
の
安
さ
と
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
強
さ
を
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、

『
吉
屋
信
子
全
集
』
や
『
貞
操
問
答
』
は
、
六
十
銭
で
販
売
さ
れ
、
特
典
満
載
の

昭
和
十
年
四
月
号
の
「
婦
人
俱
楽
部
」
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ

の
号
の
大
付
録
は
小
栗
風
葉
の
『
金
色
夜
叉
』
終
編
も
付
い
た
、尾
崎
紅
葉
の
『
金

色
夜
叉
』
だ
っ
た
。
広
告
（「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
10
・
３
・
17
）
に
は
、「
お
子

様
漫
画
絵
本　

凸
凹
黒
兵
衛
」、「
現
代
日
本
百
美
人
大
懸
賞
」、「
春
向
の
ケ
ー
プ

と
シ
ヨ
ー
ル
六
種
」、「
春
の
流
行
衣
裳
贈
呈
！
／
三
千
名
当
選
大
懸
賞
」
と
い
っ

た
魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

菊
池
自
身
が
「
不
朽
の
名
作
『
金
色
夜
叉
』
は
、
芝
居
に
映
画
に
流
行
歌
に
素

晴
し
い
人
気
を
博
し
て
来
た
が
、
こ
の
原
作
を
終
り
ま
で
読
ん
だ
人
は
甚
だ
少
な

い
と
思
ふ
。
併
し
真
の
面
白
味
は
原
作
を
読
ま
な
け
れ
ば
味
へ
な
い
し
、
又
日
本

人
な
れ
ば
一
度
は
読
ん
で
置
く
べ
き
最
高
の
小
説
」（
広
告
「
東
京
朝
日
新
聞
」

昭
10
・
３
・
13
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
七
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
、
し

き
り
に
映
画
化
さ
れ
て
い
た
『
金
色
夜
叉
』
は
過
去
の
作
品
で
は
な
く
、
ま
さ
に

『
吉
屋
信
子
全
集
』・『
貞
操
問
答
』
と
競
合
す
る
コ
ン
テ
ン
ツ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

単
行
本
は
十
万
部
台
、
百
万
部
台
の
売
上
を
争
う
婦
人
雑
誌
・
大
衆
雑
誌
と
の
競

争
に
も
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
単
行
本
か
ら
の
印
税
が
「
純
文
学
」
の
作
家
よ
り
上
だ
と
し
て

も
、
通
俗
小
説
作
家
が
〈
高
収
入
〉
を
確
保
す
る
第
一
の
道
は
書
き
続
け
る
こ
と

し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
吉
屋
の
大
量
生
産
ぶ
り
の
原
因
の
一
つ
が
こ
こ
に
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
池
田
が
吉
屋
の
原
稿
料
を
四
百
字
一
枚
十

円
程
度
に
見
積
も
っ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
性
雑

誌
や
大
衆
雑
誌
の
原
稿
料
は
吉
屋
信
子
で
さ
え
そ
う
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

新
潮
社
の
大
衆
雑
誌
「
日
の
出
」
の
編
集
者
を
し
て
い
た
和
田
芳
恵
は
「
菊
池

寛
さ
ん
の
よ
う
な
例
外
は
あ
っ
た
が
、四
百
字
で
十
円
が
最
高
で
あ
っ
た
。」（「
原

稿
料
の
相
場
」『
ひ
と
つ
の
文
壇
史
』
昭
42
・
７
刊
。
た
だ
し
、
引
用
は
講
談
社

文
芸
文
庫
に
よ
る
）
と
回
想
し
て
い
る
。
一
円
を
め
ぐ
る
原
稿
料
の
値
上
げ
の
攻

防
が
作
家
と
出
版
社
と
の
間
で
生
じ
た
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

和
田
芳
恵
の
回
想
に
は
、
木
々
高
太
郎
と
獅
子
文
六
と
が
共
闘
を
組
ん
で
、

「
四
百
字
一
枚
、
五
円
以
上
の
稿
料
で
な
い
と
書
か
な
い
」
と
主
張
し
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
や
、
片
岡
鉄
平
が
「
八
円
」、「
婦
人
俱
楽
部
」
の
編
集
者
が
「
七
円
」
を
主

張
し
て
、「
四
百
字
で
一
円
の
差
」
が
埋
ま
ら
ず
に
物
別
れ
に
終
っ
た
現
場
に
遭

遇
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
。
後
者
の
場
合
、
和
田
は
「
昭
和
十
一
年
の
秋
」

に
翌
年
の
新
年
号
か
ら
の
連
載
小
説
を
依
頼
す
る
た
め
に
片
岡
の
家
を
訪
問
し
て

い
た
の
で
、
独
自
の
判
断
で
「
八
円
」
を
申
し
出
て
、
帰
社
後
、
社
長
の
佐
藤
義

亮
に
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
佐
藤
は
「『
そ
れ
は
、
高
過
ぎ
た
な
。
ど
う
し
て
、
電

話
で
相
談
し
な
か
っ
た
の
か
』
と
」「
不
き
げ
ん
に
な
っ
た
」（
同
前
）
と
あ（

９
）る

。

　

前
者
の
場
合
、「
五
円
」
が
闘
争
勝
利
の
基
準
と
な
っ
て
い
る
が
、
講
談
社
の

原
稿
料
の
基
準
が
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。「
講
談
俱
楽
部
」
の
編
集

主
任
だ
っ
た
岡
田
貞
三
郎
が
『
大
衆
文
学
夜
話
』（
昭
46
・
２
刊
）
で
、
昭
和
三

年
ご
ろ
の
原
稿
料
の
相
場
に
つ
い
て
、「
講
談
社
の
水
準
と
し
て
、
と
く
べ
つ
の

人
を
の
ぞ
き
、
ふ
つ
う
の
作
家
で
は
、
一
流
大
家
で
四
円
な
ら
い
い
方
、
五
円
な

ら
飛
び
切
り
。
は
じ
め
て
の
人
は
、
相
当
に
名
を
売
っ
て
い
る
作
家
で
も
一
円

五
十
銭
と
か
、
二
円
と
か
い
っ
た
程
度
で
し
た
」（「
作
家
・
そ
の
七
」）
と
回
想
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し
て
い
る
。
こ
の
相
場
が
大
き
く
変
動
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
藤
沢
桓
夫
が
昭
和

十
三
年
三
月
五
日
付
の
片
岡
鉄
平
宛
書
簡
で
、
次
の
よ
う
に
愚
痴
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
講
談
社
が
二
三
言
つ
て
来
て
ゐ
ま
す
が
、
こ

こ
の
小
生
へ
の
従
来
の
送
つ
て
来
た
稿
料
は
ま
こ
と
に
ひ
ど
く
、
三
円
以
下
で

す
。
抗
議
を
申
し
こ
め
ば
、
当
分
三
円
で
書
け
と
答
へ
て
来
ま
す
。『
講
談
倶
楽

部
』
な
ど
と
言
ふ
と
こ
ろ
へ
、
こ
の
条
件
で
服
従
し
て
原
稿
を
送
る
こ
と
は
、
文

芸
家
協
会
の
掟
を
破
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
せ
う
か
。
直
木
（
三
十
五
）
氏

が
た
た
か
つ
て
、
協
会
と
最
低
稿
料
を
き
め
た
筈
で
あ
つ
た
と
思
つ
て
ゐ
ま
し
た

が
、
講
談
社
は
小
生
ら
若
輩
に
は
悪
い
攻
勢
を
取
つ
て
ゐ
る
や
う
で
す
」（「
文
学

者
の
手
紙
４
」『
昭
和
の
文
学
者
た
ち
』
平
19
・
５
刊
）。
ち
な
み
に
、
文
芸
家
協

会
の
定
め
た
講
談
社
の
各
雑
誌
の
、
四
百
字
詰
め
一
枚
あ
た
り
の
原
稿
料
は
、『
文

芸
年
鑑　

１
９
３
７
』（
昭
12
・
４
刊
）
に
よ
れ
ば
、「
創
作
」
が
五
円
、「
其
他
」

が
三
円
だ
っ
た
。

　

片
岡
は
藤
沢
に
こ
う
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
い
る
。「
御
手
紙
拝
見
。
講
談
社
が
三

円
と
は
失
敬
な
云
ひ
分
、
あ
そ
こ
は
最
初
に
稿
料
を
き
め
た
ら
あ
と
〳
〵
困
る
故

ガ
ン
張
り
な
さ
い
。
丹
羽
（
文
雄
）
な
ど
安
く
書
い
て
ゐ
る
だ
ら
う
が
、
せ
め
て

五
円
以
上
は
ガ
ン
張
る
べ
き
で
す
。
小
生
も
今
書
い
て
ゐ
る
の
は
八
円
だ
が
、
婦

人
ク
ラ
ブ
だ
け
書
い
て
あ
と
は
書
き
ま
せ
ん
。
既
に
一
年
近
く
折
衝
中
。
尤
も
み

ん
な
が
ダ
ン
ビマ

マ

ン
グ
す
る
の
で
困
難
で
す
。
ほ
ん
と
は
七
円
乃
至
八
円
と
主
張
し

て
好
い
筈
だ
が
、
若
い
作
家
に
飽
く
ま
で
ダ
ン
ビ
ン
グ
さ
せ
や
う
と
い
ふ
相
手
の

作
戦
で
、
三
円
と
切
り
出
し
た
か
ら
に
は
、
五
円
ま
で
ゝ
、
そ
れ
以
上
は
欲
し
く

て
も
買
は
な
い
だ
ら
う
。
で
貴
兄
も
あ
の
社
に
は
初
め
て
の
事
故
、
あ
の
社
に

二
千
枚
ほ
ど
書
く
間
五
円
で
辛
抱
し
た
方
が
、
当
坐
便
利
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
然

し
、
好
い
も
の
を
書
け
ば
映
画
に
も
す
る
の
で
稿
料
の
割
は
よ
く
な
る
。
一
方
ま

た
、
乱
作
に
陥
ら
し
め
ら
れ
る
惧
れ
が
あ
り
、
五
六
円
の
稿
料
で
は
書
か
な
く
て

も
損
で
は
な
い
故
、
こ
ち
ら
の
肚
は
余
祐マ

マ

綽
々
と
し
て
交
渉
出
来
る
。
三
円
や
四

円
で
は
書
く
手
は
な
い
で
せ
う
。『
三
円
や
四
円
で
は
書
き
た
く
な
い
』
と
ご
く

簡
単
な
返
事
を
や
つ
て
、あ
と
は
取
合
は
な
い
事
」（
昭
13
・
３
・
７
付　

前
掲
書
）。

　

こ
の
大
変
に
実
践
的
な
ア
ド
バ
イ
ス
は
、
和
田
の
回
想
に
片
鱗
が
示
さ
れ
て
い

た
片
岡
の
闘
争
体
験
が
凝
縮
し
た
も
の
と
い
っ
て
い
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま

た
、「
婦
人
ク
ラ
ブ
」
の
原
稿
料
が
八
円
に
値
上
が
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
片

岡
の
主
張
が
通
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
る
。
藤
沢
は
〈
勝
利
者
〉
か
ら
実
に
有
益

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
な
る

）
10
（

だ
。

　

出
版
社
が
こ
の
よ
う
に
作
家
の
原
稿
料
に
関
し
て
、
一
円
単
位
で
過
敏
に
〈
闘

争
〉
す
る
の
は
、
一
見
す
る
と
、
作
家
た
ち
の
弱
み
に
つ
け
こ
ん
だ
、
一
方
的
な

搾
取
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
出
版
社
の
内
情
を
考
慮
し
た
と

き
、
強
者
に
よ
る
搾
取
と
は
い
い
づ
ら
い
一
面
が
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時

期
の
雑
誌
の
収
益
に
お
け
る
広
告
料
収
入
の
割
合
は
小
さ
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
出
版
社
は
大
金
を
か
け
て
宣
伝
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
大
宅
壮
一
に

よ
れ
ば
、
大
衆
雑
誌
の
発
行
は
、「
五
百
頁
の
雑
誌
を
三
十
万
刷
る
」
と
し
て
「
一

部
の
純
利
益
は
七
八
銭
に
し
か
な
ら
」
ず
、「
一
号
に
つ
き
約
八
万
五
千
円
の
投

資
を
し
て
、
返
品
が
二
割
に
留
つ
て
や
つ
と
五
六
千
円
の
利
益
が
あ
が
る
位
の
も

の
で
あ
る
。
反
対
に
も
し
返
品
が
四
割
五
割
に
も
な
れ
ば
、
月
々
数
万
円
の
損
失

を
蒙
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（「『
平
凡
』
の
廃
刊
と
大
衆
雑
誌
の
将
来
」「
中
央
公
論
」

昭
４
・
４
）
と
い
う
危
険
な
事
業
だ
っ
た
。
経
費
は
常
に
切
り
詰
め
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
爆
発
的
に
出
版
物
が
売
れ
な
い
限
り
、
作
家
は
生
活
の
、
出
版

社
は
採
算
ラ
イ
ン
の
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
で
互
い
に
攻
防
す
る
し
か
な
か
っ
た
こ

と
に
な
る
。
一
方
、
新
聞
の
連
載
小
説
の
場
合
、
原
稿
料
自
体
は
大
衆
雑
誌
・
婦

人
雑
誌
よ
り
も
割
が
よ
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、拙
稿「
そ
れ
は『
純
粋
小
説
論
』

か
ら
は
じ
ま
っ
た
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
新
聞
社
内
の
選
抜
会
議
を
経
な
く
て

は
な
ら
な
か
っ
た
。「
東
京
朝
日
新
聞
」
の
学
芸
部
の
記
者
だ
っ
た
新
延
修
三
の
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回
想
（『
朝
日
新
聞
の
作
家
た
ち
』）
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、「
朝
刊
も
の
の
実
力
を

予
測
す
る
た
め
に
、新
進
作
家
に
、広
く
門
戸
を
開
放
し
て
」（「
十
一
谷
義
三
郎
」）

い
た
夕
刊
の
中
編
小
説
で
成
功
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
学
芸
部
は
、
朝
刊
執
筆
者

を
決
定
す
る
た
め
に
、
プ
ー
ル
し
て
お
い
た
候
補
の
作
家
た
ち
の
中
か
ら
二
人
選

ぶ
。
選
ば
れ
た
候
補
者
は
「
ス
ト
ー
リ
を
十
枚
程
度
」（「
里
見
弴
」）
ま
と
め
て
、

小
説
委
員
会
に
提
出
し
審
査
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
委
員
会
は
学
芸

部
長
が
司
会
を
し
、
編
集
局
長
、
調
査
部
長
、
業
務
局
長
、
販
売
部
長
、
広
告
部

長
ら
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、
強
い
発
言
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
、
販
売
部
長
だ
っ
た
。
こ
の
会
議
の
選
考
基
準
が
文
学
性
で
な
い
こ
と

は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
の
厳
し
い
洗
礼
を
受
け
な
け
れ
ば
、
新

聞
小
説
執
筆
も
ま
ま
成
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
通
俗
小
説
作
家
や
大
衆
作
家
が
大
量
に
書
き
続
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

を
送
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
考
え
た
と
き
に
、
示
唆
的
な
の
は
、
昭
和
十
年
六
月
二
十
九
日
の
牧
逸
馬

の
突
然
死
だ
ろ
う
。
担
当
だ
っ
た
和
田
は
、「
予
定
表
に
は
、
新
聞
や
雑
誌
の
原

稿
名
が
ぎ
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
て
、
一
日
の
余
白
も
な
」
く
、
編
集
者
と
の
打
ち

合
わ
せ
も
牧
本
人
と
す
る
必
要
が
な
く
て
「
執
筆
時
間
を
む
だ
に
さ
せ
る
こ
と
も

な
」
い
と
い
う
「
近
代
的
合
理
性
に
立
脚
し
た
運
営
」
を
「
原
稿
製
作
会
社
の
よ

う
な
も
の
だ
」（「
谷
譲
次
・
林
不
忘
・
牧
逸
馬
の
死
」
同
前
）
と
述
べ
て
い
る
。

和
田
の
回
想
を
信
用
す
れ
ば
、
牧
逸
馬
は
、「
銀
座
の
バ
ー
で
遊
ぶ
の
は
時
間
の

浪
費
」
だ
か
ら
「
地
下
に
バ
ー
を
作
っ
て
」
い
る
と
う
そ
ぶ
く
妻
と
「
書
け
な
い

と
き
の
」
作
家
の
「
苦
し
み
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
」
な
「
事
務
家
は
だ
の
」
義

兄
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
〈
執
筆
機
械
〉
と
し
て
、
限
界
ま
で
酷
使
さ
れ
て
死
ん

だ
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、牧
の
所
得
税
は
「
一
七
一
三
円
」（「
文

芸
家
所
得
税
一
覧
表
」
前
掲
）
で
し
か
な
く
、
菊
池
寛
に
は
遠
く
及
ば
ず
、
吉
川

英
治
の
「
二
一
九
○
円
」
に
も
負
け
て
い
た
。

　

ち
な
み
に
、
川
崎
賢
子
の
『
彼
等
の
昭
和
―
長
谷
川
海
太
郎
・

二
郎　
・
濬
・

四
郎
』（
平
６
・
12
刊
）
の
「
略
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
十
年
の
段
階
で
、
谷

譲
次
と
し
て
「
日
の
出
」
に
「
新
巌
窟
王
」、
牧
逸
馬
と
し
て
「
講
談
俱
楽
部
」

に
「
悲
恋
華
」、「
キ
ン
グ
」
に
「
大
い
な
る
朝
」、「
報
知
新
聞
」
に
「
双
心
臓
」、

林
不
忘
と
し
て
「
キ
ン
グ
」
に
「
時
雨
伝
八
」、「
富
士
」
に
「
蛇
の
目
定
九
郎
」

の
六
編
を
、
同
時
に
連
載
し
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
連
載
小
説
だ
け
で
、
月
産

百
六
十
枚
近
く
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
同
時
期
に
執
筆
と
い
う
こ
と
で
は
、
昭

和
八
年
が
約
一
ヶ
月
間
に
二
編
、
九
年
で
は
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
五
編
、
九

月
の
終
わ
り
か
ら
年
末
に
か
け
て
四
編
な
の
で
、
十
年
が
ま
さ
に
ピ
ー
ク
だ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

　

こ
の
よ
う
な
過
労
死
こ
そ
大
量
に
書
き
続
け
る
通
俗
小
説
・
大
衆
小
説
の
作
家

た
ち
の
究
極
の
姿
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
前
年
に
は
、
直
木

三
十
五
と
佐
々
木
味
津
三
が
相
次
い
で
病
死
し
て
い
た
し
、
先
に
紹
介
し
た
吉
屋

信
子
に
関
す
る
文
章
で
も
、
吉
屋
が
「
最
近
と
み
に
健
康
を
害
し
て
、
訪
客
と
の

面
会
は
医
師
か
ら
堅
く
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。
病
名
は
、
恐
怖
性
神

経
衰
弱
」
で
、「
為
に
、
目
下
連
載
中
の
傑
作
も
、
思
ふ
や
う
な
筆
が
進
ま
ず
、

押
し
寄
せ
た
各
社
の
記
者
連
も
、
応
接
間
の
溜
り
に
お
神
輿
を
据
ゑ
て
、
一
入
憂

ひ
顔
の
態
。」
と
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

　

果
た
し
て
、「
純
文
学
」
系
の
作
家
た
ち
は
こ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
対
応
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
書
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る〈
病
気
〉

は
、「
純
文
学
」
系
の
文
学
者
で
も
同
様
に
発
症
す
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、

森
山
啓
は
昭
和
十
二
年
五
月
号
の
「
新
潮
」
の
特
集
「
文
学
苦
と
時
代
苦
」
で
、「
原

稿
料
だ
け
で
食
つ
て
行
く
者
の
不
安
が
、
時
々
『
し
や
つ
く
り
に
や
う
に
』
や
つ

て
来
る
と
は
、
室
生
犀
星
氏
の
言
葉
で
あ
つ
た
が
、
誠
に
今
日
の
文
学
者
で
こ
の

『
し
や
つ
く
り
』
に
見
舞
は
れ
な
い
人
が
あ
つ
た
ら
、
余
程
幸
福
な
存
在
で
あ
る
。
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私
な
ど
に
は
そ
の
不
安
が
、
時
に
は
日
常
、
片
頭
痛
の
や
う
に
こ
び
り
つ
い
て
ゐ

る
。
／
単
に
、
貧
乏
が
、
衣
食
住
の
不
自
由
を
意
味
す
る
ん
だ
つ
た
ら
、
さ
う
気

に
病
む
ほ
ど
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
が
文
学
者
に
と
つ
て
は
、
そ
れ
は
同
時
に
、

直
接
、
文
学
の
仕
事
を
お
び
や
か
す
も
の
な
の
で
腹
立
た
し
い
の
で
あ
る
。」
と

述
べ
て
い
る
。そ
し
て
続
け
て
作
家
生
活
の
苦
闘
を
こ
う
告
白
し
た
。「
貧
乏
で
は
、

旅
行
費
ど
こ
ろ
か
、
書
物
を
買
ふ
金
に
も
、
推
敲
の
時
間
に
も
恵
ま
れ
な
い
場
合

が
多
い
か
ら
、
仕
事
へ
の
影
響
が
大
き
い
。
／
そ
の
上
に
も
つ
と
決
定
的
な
こ
と

は
、
一
ヶ
月
百
数
十
枚
も
書
か
ね
ば
食
へ
な
い
と
い
ふ
や
う
で
は
、
な
が
い
間
に

は
必
ず
過
労
に
お
ち
い
つ
て
来
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。そ
れ
が
消
化
不
良
だ
の
、

呼
吸
器
病
だ
の
を
起
し
た
と
云
つ
て
ゐ
る
間
は
、
ま
だ
決
定
的
で
は
な
い
。
無
理

に
無
理
を
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
頭
脳
が
い
ふ
こ
と
を
き
か
な
く
な
る
場
合
が
お
そ

ろ
し
い
。
古
来
の
文
学
者
の
自
殺
は
、
そ
の
直
前
に
お
い
て
は
大
抵
さ
う
い
ふ
頭

脳
の
状
態
に
な
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
思
想
上
の
苦
悶
と
か
何
と
か
い
ふ
だ
け
で
は

大
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
は
勇
気
を
以
て
解
決
し
て
ゆ
け
る
こ
と
な
の

で
あ
る
が
、
頭
脳
が
疲
労
し
て
ゐ
る
た
め
に
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
表
現

で
き
な
く
な
る
と
、
文
学
者
は
破
滅
す
る
外
は
な
い
。
私
は
、
ま
こ
と
に
恥
し
い

次
第
だ
が
、
昨
年
ち
よ
つ
と
さ
う
い
う
状
態
に
お
ち
い
つ
て
、
も
う
駄
目
だ
と
さ

へ
思
つ
た
こ
と
が
あ
る
。
眼
を
つ
ぶ
つ
て
考
へ
て
ゐ
る
間
は
、
思
想
や
空
想
は
、

却
つ
て
休
息
も
な
く
無
限
に
頭
脳
の
な
か
に
湧
き
立
つ
や
う
に
思
つ
た
が
、
さ
て

書
き
は
じ
め
る
と
、
今
頭
に
閃
め
い
た
こ
と
を
も
う
思
ひ
出
せ
な
い
と
い
ふ
こ
と

が
多
く
、
そ
れ
が
恐
怖
と
な
つ
て
ま
す
ま
す
書
け
な
く
な
る
。
そ
れ
も
書
か
な
け

れ
ば
食
へ
ぬ
と
い
ふ
事
実
が
折
重
な
つ
て
一
層
ど
ん
づ
ま
り
へ
追
は
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
私
の
経
験
か
ら
言
へ
ば
、
斯
う
い
ふ
場
合
に
私
達
は
、
そ
れ
を
高
尚

に
全
く
の
『
文
学
苦
』
と
考
へ
た
い
気
持
も
あ
る
が
、
実
は
金
と
休
息
と
思
想
的

信
念
が
あ
れ
ば
大
抵
救
は
れ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
。就
中
、休
息
で
あ
る
。私
も
一
夏
、

山
へ
行
つ
た
だ
け
で
救
は
れ
た
や
う
な
も
の
で
あ
る
」（「
時
代
苦
と
文
学
苦
」）。

　

牧
逸
馬
の
突
然
死
―
―
過
労
死
が
、
当
初
、
自
殺
と
疑
わ
れ

）
11
（

た
の
は
、
森
山
の

よ
う
な
考
え
方
、あ
る
い
は
体
験
が
一
般
的
だ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

谷
崎
の
月
収
「
千
円
」
へ
の
憧
れ
は
作
家
共
通
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
作
家
た
ち
の
「
行
路
難
」
を
幾
分
で
も
救
っ
て
く
れ
る
も
の
が
あ
る
と

す
る
と
、
そ
れ
は
映
画
化
の
著
作
権
料
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　

３

　

先
に
引
用
し
た
『
荊
棘
の
冠
』
の
「
跋
」
の
中
で
、
里
見
弴
は
原
稿
料
・
印
税
・

映
画
化
の
著
作
権
料
の
関
係
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
た
。「
全
体
の
三
分
の

一
に
足
り
な
い
今
度
新
た
に
書
き
加
へ
た
部
分
を
、
雑
誌
の
原
稿
料
に
換
算
す
る

と
、
こ
の
本
が
仮
に
一
万
売
れ
た
場
合
の
印
税
よ
り
尚
い
く
ら
か
多
く
、
も
し
映

画
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
料
金
も
更
に
多
い
、
―
―
こ
ん
な
こ
と
は
、
は
た

か
ら
は
な
ん
で
も
な
い
だ
ら
う
が
、当
人
と
し
て
は
ず
ゐ
ぶ
ん
へ
ん
な
気
持
ち
だ
。

出
来
る
だ
け
安
い
本
を
出
す
、
そ
れ
を
い
ゝ
こ
と
と
信
じ
て
や
る
と
、
そ
の
報
い

が
少
く
て
、
有
難
迷
惑
な
映
画
化
な
ど
か
ら
却
つ
て
余
計
く
れ
る
」。
里
見
の
文

句
は
裏
を
返
す
と
、
定
価
一
円
一
万
部
発
行
の
単
行
本
の
、
印
税
率
を
仮
に
十
パ

ー
セ
ン
ト
と
す
る
と
、
そ
の
百
円
程
度
の
印
税
よ
り
も
、
概
算
で
四
百
字
八
十
枚

程
度
の
原
稿
料
の
方
が
多
く
、
映
画
化
さ
れ
た
時
の
方
の
収
入
が
格
段
に
よ
か
っ

た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
映
画
化
の

著
作
権
料
が
相
対
的
に
高
い
収
入
だ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　

例
え
ば
、
菊
池
寛
の
『
貞
操
問
答
』
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
貞
操
問

答
』
は
連
載
時
か
ら
、「
禁
無
断
上
演
映
画
」
と
い
う
但
し
書
き
が
付
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、「
改
造
」
に
掲
載
さ
れ
た
最
初
の
広
告
は
、
二
月
号
の
表
紙
裏
の
「
新
興

キ
ネ
マ
提
供
、
入
江
プ
ロ
ダ
ク
シ
ヨ
ン
製
作
」
の
監
督
鈴
木
重
吉
、
主
演
入
江
た

か
子
の
「
オ
ー
ル
ト
ー
キ
ー　

貞
操
問
答
」
の
宣
伝
を
兼
ね
た
、
ス
チ
ー
ル
写
真

入
り
の
も
の
だ
っ
た
。
連
載
時
か
ら
映
画
化
は
前
提
と
な
っ
て
お
り
、「
東
京
日
々
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新
聞
」
紙
上
で
は
、
ウ
テ
ナ
本
舗
と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
ウ
テ
ナ
化
粧
品
の
愛
用
者

「
五
千
三
百
名
様
御
招
待
」
の
大
き
な
宣
伝
（
昭
10
・
２
・
１
、
15
）
が
目
を
引
い

て
い
た
。「
菊
池
物
」
と
い
う
言
葉
が
あ

）
12
（

る
ほ
ど
、
映
画
製
作
者
か
ら
人
気
の
高

い
菊
池
寛
の
作
品
だ
か
ら
だ
ろ
う
が
、
有
楽
町
の
日
本
劇
場
は
「
前
篇
封
切
二
週

間
に
対
し
て
約
一
万
五
千
円
と
云
ふ
日
本
映
画
と
し
て
は
稀
に
見
る
高
額
の
写
真

代
を
新
興
に
支
払
つ
た
と
か
伝
へ
ら
れ
て
ゐ
る
」（「
映
画
館
景
況
調
査
」「
キ
ネ

マ
旬
報
」
昭
10
・
２
・
１
）。
そ
の
た
め
、日
本
劇
場
は
「
何
は
兎
も
あ
れ
東
京
日
々

新
聞
社
を
抱
き
込
ん
で
猛
烈
な
タ
イ
ア
ツ
プ
を
行
ひ
、
読
者
優
待
割
引
券
を
無
数

に
バ
ラ
撒
い
て
何
ん
で
も
客
足
を
惹
か
ね
ば
と
云
ふ
真
剣
さ
は
眼
に
見
え
る
ば
か

り
の
も
の
」（
同
前
）
が
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

日
本
劇
場
は
「
最
低
料
金
一
円
」
が
災
い
し
て
苦
戦
を
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、

見
事
な
興
行
成
績
を
あ
げ
た
劇
場
も
多
い
。「
キ
ネ
マ
旬
報
」
の
「
映
画
館
景
況

調
査
」
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
新
宿
帝
国
館
は
「
週
計
約
七
千
五
百
円
と
云
ふ
と

こ
ろ
。
入
場
料
五
○
、
九
○
で
、
一
日
四
回
興
業
で
、
定
員
四
六
五
名
で
午
前
中

の
客
足
の
遅
い
、
ひ
ら
日
の
新
宿
で
は
初
日
、
二
日
目
辺
の
数
字
（
そ
れ
ぞ
れ
、

「
千
四
百
円
」、「
千
三
百
五
十
円
」）
は
こ
れ
以
上
は
望
め
な
い
極
限
の
も
の
」（
昭

10
・
２
・
１
）
だ
っ
た
。
前
編
・
後
編
の
一
挙
公
開
の
「
貞
操
問
答
大
会
」
を
開
催

し
た
週
に
つ
い
て
は
、「
大
会
と
な
つ
て
俄
然
ま
た
威
力
を
も
り
返
し
て
初
日
二

日
三
日
連
日
客
止
め
の
大
入
満
員
、
日
曜
は
千
八
百
円
近
く
を
揚
げ
て
ゐ
る
。
こ

こ
も
ま
た
婦
人
同
伴
の
客
が
大
半
で
あ
る
。
二
十
五
日
ま
で
こ
の
月
の
総
計
二
万

円
を
突
破
し
た
」（
昭
10
・
３
・
１
）
と
報
じ
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
映
画
と
し
て
の
出
来
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。「
キ
ネ
マ
旬
報
」
で
は
、

北
川
冬
彦
が
映
画
『
貞
操
問
答
』
高
原
篇
に
つ
い
て
「
ど
う
し
て
、
か
う
冗
漫
な

の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
に
於
け
る
鈴
木
重
吉
の
製
作
意
欲
の
希
薄
さ
を

物
語
る
に
充
分
な
も
の
が
あ
る
。
監
督
者
の
力
と
云
ふ
も
の
が
少
し
も
感
じ
ら
れ

な
い
。力
と
は
何
も
切
羽
詰
つ
た
も
の
を
云
つ
て
ゐ
る
訳
で
は
な
い
。作
品
の
生
々

し
さ
の
こ
と
だ
。（
中
略
）
鈴
木
重
吉
の
場
面
の
つ
な
げ
方
は
、
サ
イ
レ
ン
ト
の

方
法
を
踏
襲
し
て
ゐ
る
。
ト
ー
キ
ー
と
し
て
何
等
見
る
べ
き
と
こ
ろ
な
き
作
で
あ

る
。」（「
主
要
日
本
映
画
批
評
」
昭
10
・
１
・
21
）
と
酷
評
し
て
い
た
し
、「
読
売

新
聞
」
で
は
「
作
全
体
の
出
来
工
合
は
幸
ひ
に
し
て
前
作
（
注
：『
雁
来
紅
』）
よ

り
い
ゝ
。
但
し
前
作
が
甚
だ
お
さ
む
か
つ
た
か
ら
、
こ
の
言
葉
は
今
度
の
作
が
普

通
作
以
上
を
出
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
味
で
は
な
い
。」（「
貞
操
問
答
」
昭
10
・
２
・
９
）

と
皮
肉
ら
れ
て
い
た
。

　

ま
た
、
映
画
『
貞
操
問
答
』
の
結
末
は
、「
雪
の
日
の
出
来
事
か
ら
新
子
に
対

し
て
責
任
を
感
じ
て
ゐ
た
前
川
は
新
子
の
境
遇
に
同
情
し
て
、銀
座
に
酒
場
『
椿
』

を
出
さ
せ
た
。
こ
れ
が
機
縁
に
な
つ
て
二
人
の
間
に
は
愛
欲
の
炎
と
感
謝
の
念
か

ら
恋
へ
の
転
回
と
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
気
持
が
動
き
出
し
て
来
た
。
そ
の
時
新

子
の
酒
場
は
前
川
夫
人
に
発
見
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
前
川
は
つ
め
た
い
家
庭
を
と

び
出
し
て
『
椿
』
の
前
ま
で
来
た
が
病
の
た
め
に
倒
れ
て
し
ま
つ
た
。
病
室
に
横

た
は
つ
た
前
川
が
最
期
に
新
子
に
託
し
た
の
は
二
人
の
愛
児
の
身
の
上
だ
つ
た
。

前
川
が
な
く
な
つ
て
か
ら
か
れ
の
墓
前
に
二
人
の
子
供
を
連
れ
て
常
に
椿
の
花
を

捧
げ
る
新
子
の
姿
が
し
ば
〳
〵
見
ら
れ
た
」（「
映
画
『
貞
操
問
答
』
都
会
篇
／
興

味
は
原
作
と
違
ふ
結
末
」「
東
京
日
々
新
聞
」
昭
10
・
２
・
15
）
と
改
変
さ
れ
て
い

た
。
こ
の
〈
良
妻
賢
母
主
義
〉
に
忠
実
な
幕
切
れ
が
菊
池
の
意
図
、
原
作
の
世
界

を
全
く
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

）
13
（

う
。

　

例
え
ば
、〈
改
悪
〉
さ
れ
た
映
画
化
に
よ
っ
て
、
原
作
者
と
し
て
傷
つ
け
ら
れ

た
片
岡
鉄
平
は
、「
原
作
者
の
憤
激
／
映
画
『
花
嫁
学
校
』
を
見
て
」（「
東
京
朝

日
新
聞
」
昭
10
・
６
・
30
）
で
、
こ
う
「
憤
激
」
し
て
い
た
。「
映
画
『
花
嫁
学
校
』

の
面
白
く
な
さ
、
の
ろ
ま
の
テ
ン
ポ
、
新
派
的
演
技
、
い
つ
た
い
何
の
た
め
に
映

画
化
し
た
ん
だ
い
と
云
ひ
た
く
な
る
。
金
儲
け
の
た
め
！　

お
気
の
毒
な
が
ら
ど

こ
一
つ
面
白
み
の
な
い
映
画
で
は
金
儲
け
も
お
ぼ
つ
か
な
い
。（
中
略
）
／
ト
オ

キ
ー
の
会
話
を
、
た
ゞ
筋
を
運
ば
せ
る
た
め
の
説
明
と
し
か
理
解
せ
ぬ
監
督
と
脚
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色
者
に
、
抑
々
芸
術
的
セ
ン
ス
あ
り
や
な
し
や
と
、
私
は
訊
い
て
み
た
い
の
だ
」。

し
か
し
、〈
改
悪
〉
さ
れ
た
映
画
で
も
興
行
的
に
は
成
功
す
る
の
で
あ
る
。

　

自
作
の
映
画
化
に
「
憤
激
」
し
て
い
た
片
岡
だ
が
、
昭
和
十
二
年
に
な
る
と
、

い
わ
ば
、
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
活
動
し
て
い
た
こ
と
が
藤
沢
桓
夫
と
の
書
簡
の

や
り
と
り
か
ら
見
え
て
く

）
14
（

る
。
藤
沢
は
、
昭
和
十
一
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か

け
て
「
東
京
朝
日
新
聞
」「
大
阪
朝
日
新
聞
」
に
連
載
さ
れ
た
「
花
粉
」
の
映
画

化
を
日
活
の
京
都
社
員
か
ら
交
渉
さ
れ
て
、「
相
場
が
わ
か
ら
な
い
の
で
お
伺
ひ

申
し
上
げ
る
次
第
で
す
が
、
新
聞
の
夕
刊
物
小
生
級
は
い
く
ら
要
求
し
て
よ
い
の

で
せ
う
か
。」（
昭
12
・
11
・
30
付
片
岡
宛
書
簡　

前
掲
書
）
と
片
岡
に
相
談
し
た
。

片
岡
は
京
都
に
い
る
藤
沢
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
日
活
と
交
渉
し
て
、
藤
沢
に

逐
次
報
告
を
し
て
い
た
。
十
二
月
五
日
付
の
藤
沢
宛
書
簡
で
は
、「
値
段
は
夕
刊

の
も
の
は
松
竹
で
は
大
よ
そ
二
百
円
か
ら
三
百
円
見
当
、（
林
の
衣
裳
花
嫁
は
時

事
の
朝
刊
に
て
三
百
円
と
き
く
）
朝
日
故
に
出
し
て
も
五
百
円
位
が
関
の
山
ら
し

い
。
そ
れ
に
掲
載
の
時
か
ら
時
日
も
た
つ
て
ゐ
ま
す
事
故
、
多
く
は
請
求
出
来
な

い
で
せ
う
が
、
五
百
円
以
下
で
は
売
ら
な
い
つ
も
り
で
す
。
映
画
業
者
相
手
の
事

だ
か
ら
話
が
立
消
え
に
な
り
が
ち
の
も
の
で
す
が
、
小
生
何
と
か
喰
ひ
下
り
、
撮

ら
せ
る
や
う
に
し
て
上
げ
ま
す
。」（
前
掲
書
）
と
そ
の
意
気
込
み
を
語
っ
て
い
た
。

　

こ
の
交
渉
は
「
六
百
円
」
で
決
着
す
る
の
だ
が
、
そ
の
次
第
は
、
十
二
月

二
十
五
日
付
の
藤
沢
宛
書
簡
に
よ
れ
ば
、「
日
活
に
は
六
百
円
（
た
つ
た
百
円
し

か
花
を
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
が
、
鎌
倉
夫
人
が
五
百
円
、
風
の
中
の
子

供
が
三
百
円
で
、
先
づ
六
百
円
な
ら
好
い
方
）
と
話
を
つ
け
直
ぐ
貴
兄
の
方
へ
送

る
や
う
に
云
ひ
、
先
方
も
送
り
ま
す
と
い
つ
て
別
れ
た
の
で
す
が
ま
だ
と
は
驚
い

た
。
で
今
日
す
ぐ
手
紙
を
根
岸
（
寛
一　

日
活
現
代
劇
部
撮
影
）
所
長
に
書
き
ま

す
。
大
阪
朝
日
か
ら
社
の
体
面
上
千
円
と
値
を
つ
け
て
来
た
由
な
れ
ど
、
そ
れ
で

は
話
が
ぶ
ち
砕
は
し
に
な
り
ま
す
か
ら
と
、
日
活
か
ら
泣
き
つ
か
れ
、
尤
も
の
点

も
あ
る
の
で
六
百
円
と
き
め
た
の
で
す
。」（
前
掲
書
）
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

こ
の
交
渉
は
文
芸
家
協
会
の
規
定
を
ベ
ー
ス
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。『
文

芸
年
鑑　

１
９
３
７
』
に
よ
れ
ば
、
文
芸
家
協
会
は
「
会
員
の
著
作
物
映
画
化
の

場
合
の
標
準
使
用
料
」
を
、
一
条
の
イ
「
小
説
脚
本
其
他
単
に
材
料
と
し
て
提
供

す
る
場
合
の
最
低
使
用
料
は
そ
の
映
画
会
社
の
上
映
館
数
を
標
準
と
し
て
日
活
、

松
竹
及
び
そ
の
付
属
プ
ロ
ダ
ク
シ
ヨ
ン
は
三
百
円
他
社
は
二
百
円
と
す
」、ロ
「
一

社
に
て
映
画
化
独
占
の
場
合
は
右
料
金
の
倍
額
以
上
と
す
」、
二
条
「
映
画
脚
本

を
提
供
す
る
場
合
の
最
低
使
用
料
は
前
条
の
倍
額
と
す
」
と
規
定
し
て
い
た
。
こ

の
ラ
イ
ン
か
ら
ど
う
上
乗
せ
す
る
か
が
腕
の
見
せ
所
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け

だ
ろ
う
。

　

こ
の
書
簡
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
藤
沢
の
作
品
、
林
房
雄
の
「
衣
裳
花
嫁
」

（「
時
事
新
報
」
昭
11
・
３
〜
８
）、深
田
久
弥
の
「
鎌
倉
夫
人
」（「
東
京
朝
日
新
聞
」

「
大
阪
朝
日
新
聞
」
昭
12
・
６
〜
８
）、
坪
田
譲
治
の
「
風
の
中
の
子
供
」（「
東
京

朝
日
新
聞
」
昭
11
・
９
〜
11
、「
大
阪
朝
日
新
聞
」
昭
11
・
９
〜
10
）
な
ど
か
ら
見
て
、

映
画
化
さ
れ
る
対
象
が
、
通
俗
小
説
の
枠
か
ら
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
田
中
眞
澄
が
「
歴
史
と
し
て
の
『
文
藝
映
畫
』
―
―
純
文

学
と
映
画
の
接
近
」（「
文
学
界
」
平
13
・
11
）
の
中
で
、
文
学
作
品
の
映
画
化
に

関
す
る
大
き
な
変
化
に
つ
い
て
的
確
な
整
理
を
し
て
い
る
。
田
中
に
よ
れ
ば
、
従

来
「
通
俗
小
説
の
映
画
化
さ
れ
た
も
の
」
が
「
文
芸
映
画
と
称
さ
れ
て
」
い
た
の

に
対
し
て
、
昭
和
十
年
を
転
換
点
と
し
て
、「
原
則
的
に
同
時
代
の
純
文
学
作
品

を
映
画
化
す
る
現
象
」
が
発
生
し
て
、「
同
時
代
の
純
文
学
作
品
を
映
画
化
」
し

た
も
の
を
「
文
藝
映
畫
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
田
中
は
従

来
の
「
文
芸
映
画
」
と
区
別
す
る
た
め
に
「
文
藝
映
畫
」
と
い
う
表
記
を
使
っ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
に
な
ら
っ
て
こ
こ
で
も
そ
う
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

田
中
は
、
今
村
太
平
の
「
文
藝
映
畫
論
」（「
文
藝
」
昭
13
・
12
）
や
「
文
化
映

画
と
文
芸
映
画
」（「
映
画
界
」
昭
14
・
１
）
な
ど
か
ら
当
時
の
「
文
藝
映
畫
」
に
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関
す
る
認
識
を
再
構
成
し
て
、「
一
九
三
六
年
か
ら
三
八
年
ま
で
の
文
藝
映
畫
の

原
作
と
な
っ
て
い
る
純
文
学
作
品
の
殆
ど
が
、
同
時
代
の
作
品
」
で
あ
り
、「
通

俗
小
説
が
発
表
さ
れ
る
と
す
ぐ
さ
ま
文
芸
作
品
に
な
る
、
そ
れ
に
近
い
現
象
が
純

文
学
と
文
藝
映
畫
の
間
で
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
山
本
有
三
や
室
生
犀

星
や
横
光
利
一
と
い
っ
た
広
く
知
ら
れ
た
作
家
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
新
人
、
よ

う
や
く
売
り
出
し
た
ば
か
り
の
作
家
の
名
前
が
目
立
つ
。
石
川
達
三
な
ど
新
設
の

芥
川
賞
第
一
回
受
賞
作
が
直
ち
に
映
画
化
さ
れ
て
い
る
。
劇
作
家
は
小
説
家
よ
り

も
さ
ら
に
知
名
度
は
低
か
っ
た
と
思
え
る
の
に
、
眞
船
豊
の
戯
曲
は
二
作
も
映
画

に
な
る
。
／
僅
か
数
年
前
を
考
え
れ
ば
、
確
か
に
驚
く
べ
き
状
況
の
変
化
」
が
起

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　

田
中
に
よ
れ
ば
、「
文
藝
映
畫
」
の
先
駆
け
は
、
昭
和
十
年
六
月
十
五
日
に
封

切
ら
れ
た
、
谷
崎
潤
一
郎
の
『
春
琴
抄
』（「
中
央
公
論
」
昭
８
・
６　

同
・
12
刊
）

を
原
作
と
す
る
松
竹
蒲
田
の
、
島
津
保
次
郎
脚
色
・
監
督
の
『
お
琴
と
佐
吉
』
で

あ
る
。
そ
し
て
、
翌
年
の
、
尾
崎
士
郎
原
作
（「
都
新
聞
」
昭
８
・
３
〜
８　

昭

10
・
３
刊
）
の
、
日
活
多
摩
川
の
内
田
吐
夢
監
督
『
人
生
劇
場
』
が
「
文
藝
映
畫
」

路
線
を
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
昭
和
十
年
に
お
け
る
著
作
権
ビ
ジ
ネ
ス
の
う
ま
み
は
、

出
版
ビ
ジ
ネ
ス
で
は
な
く
、
映
画
産
業
と
の
連
携
の
方
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ

う
し
た
著
作
権
ビ
ジ
ネ
ス
を
通
俗
小
説
・
大
衆
小
説
の
書
き
手
だ
け
で
な
く
、「
純

文
学
」
系
の
作
家
た
ち
も
味
わ
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
映
画

化
さ
れ
れ
ば
、
芥
川
賞
の
賞
金
に
匹
敵
す
る
収
入
が
約
束
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
た
。
片
岡
が
真
剣
に
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
交
渉
し
て
い
た
の
も
肯
け
る
。

　

こ
う
し
た
映
画
化
が
著
作
権
ビ
ジ
ネ
ス
の
本
道
で
あ
る
か
の
よ
う
な
状
態
は
、

あ
る
種
の
跛
行
状
態
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
文
学
作
品
は
雑
誌
や
新
聞
で
多

く
の
読
者
に
常
に
読
み
捨
て
ら
れ
る
も
の
で
し
か
な
く
、
映
画
に
よ
っ
て
、
あ
る

程
度
、
一
般
化
し
た
と
し
て
も
、
映
画
は
原
作
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、
映
画
も

ま
た
〈
読
み
捨
て
〉
ら
れ
て
し
ま
う
点
で
は
同
じ
だ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

跛
行
状
態
に
作
家
た
ち
は
長
く
耐
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
昭
和

十
四
年
に
文
学
書
が
売
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
里
見
や

小
林
の
抱
い
て
い
た
「
へ
ん
な
気
持
」
は
解
消
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
新
潮
社
の
社
史
『
新
潮
社
一
○
○
年
図
書
目
録
』（
平
８
・
10
刊
）

を
見
て
い
け
ば
、
昭
和
十
三
年
後
半
期
か
ら
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
が
続
け
て
出
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
、（　

）
内
の
金
額
は
定
価
を
示
す
。
石
川
達
三

の
『
結
婚
の
生
態
』（
１
円
50
銭　

昭
13
・
11
刊
）
は
「
十
七
年
六
月
ま
で
に

二
十
四
万
二
千
部
に
達
」
し
た
。
昭
和
十
四
年
の
刊
行
物
で
い
え
ば
、
一
月
刊
行

で
は
、
阿
部
知
二
の
『
街
』（
１
円
80
銭
）
が
「
十
八
年
六
月
ま
で
に
七
万
六
千

部
」、
山
本
有
三
の
『
真
実
一
路
』
普
及
版
（
１
円
20
銭
）
が
「
十
八
年
三
月
ま

で
に
十
一
万
四
千
部
」、
三
月
刊
行
で
は
、
火
野
葦
平
の
『
広
東
進
軍
抄
』（
１
円
）

が
「
初
版
四
万
二
千
部
」
で
「
三
月
中
に
五
万
九
千
部
を
記
録
」
し
、
坪
田
譲
治

の
『
子
供
の
四
季
』
普
及
版
（
１
円
10
銭
）
が
「
十
八
年
十
月
ま
で
に
七
万
三
千

部
に
達
」
し
た
。
六
月
刊
行
で
は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
の
『
春
の
風
』（
１
円

30
銭
）、ア
ン
リ
・
ド
ゥ
・
モ
ン
テ
ル
ラ
ン
の『
若
き
娘
た
ち
』（
１
円
40
銭
）が「
十
八

年
六
月
ま
で
に
そ
れ
ぞ
れ
五
万
一
千
部
、
四
万
五
千
部
に
達
」
し
た
。
八
月
刊
行

で
は
、
尾
崎
士
郎
の
『
新
篇
坊
っ
ち
ゃ
ん
』（
１
円
40
銭
）
が
「
十
七
年
八
月
ま

で
に
六
万
四
千
部
に
達
」し
た
。
十
一
月
で
は
、石
川
達
三
の『
智
慧
の
青
草
』（
１

円
30
銭
）
が
「
十
七
年
五
月
ま
で
に
十
万
五
千
部
」
に
、阿
部
知
二
の
『
光
と
影
』

（
１
円
80
銭
）
が
「
十
八
年
二
月
ま
で
に
五
万
部
」
に
、
林
芙
美
子
の
『
決
定
版

　

放
浪
記
』（
１
円
20
銭
）
が
「
十
六
年
六
月
ま
で
に
十
万
四
千
部
に
達
」
し
た
。

こ
う
し
た
単
行
本
の
他
に
、
五
月
か
ら
十
八
年
一
月
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
昭
和
名

作
選
集
』
二
十
八
巻
（
１
円
）
は
「
二
十
冊
刊
行
時
点
で
総
発
行
部
数
六
十
万
部

に
達
し
」
た
。

　

こ
の
社
史
で
は
、「
こ
の
年
、
新
潮
社
の
刊
行
点
数
は
戦
前
期
最
高
の
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百
八
十
四
点
に
達
し
、
文
学
書
の
売
行
き
が
急
激
に
伸
び
る
。」
と
し
て
、「
戦
争

の
拡
大
と
と
も
に
用
紙
難
は
ま
す
ま
す
深
刻
化
す
る
が
、
一
方
で
緊
迫
し
た
内
外

事
情
を
背
景
に
修
養
と
娯
楽
面
の
欲
求
が
読
書
に
集
中
し
、
時
局
も
の
の
他
文
学

作
品
が
よ
く
読
ま
れ
、
特
に
廉
価
版
・
普
及
版
の
売
行
き
が
盛
ん
と
な
る
。
こ
の

た
め
出
版
界
で
は
事
変
前
の
不
況
か
ら
脱
し
円
本
以
来
の
活
況
を
呈
す
る
。」
と

説
明
し
て
い
る
。

　

他
の
出
版
社
で
も
同
様
に
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
輩
出
さ
せ
て
い
た
。改
造
社
で
は
、

火
野
葦
平
の
「
兵
隊
三
部
作
は
、
軍
部
の
買
上
げ
な
ど
も
あ
っ
て
発
売
総
部
数

二
百
五
十
万
部
と
い
わ
れ
」（『
新
潮
社
一
○
○
年
図
書
目
録
』）
て
お
り
、
こ
の

他
に
も
石
坂
洋
次
郎
の
改
訂
普
及
版『
若
い
人
』（
１
円
）が
発
売
三
ヶ
月
ほ
ど
で
、

「
百
八
十
版
突
破
」（
広
告
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
14
・
４
・
26
）
と
宣
伝
さ
れ
て

い
た
。
当
時
の
広
告
に
は
、
威
勢
の
良
い
増
刷
を
知
ら
せ
る
も
の
が
多
い
。
中
央

公
論
社
は
、
林
芙
美
子
の
『
北
岸
部
隊
』（
１
円
）
が
「
竟
に
四
十
版
」、
豊
田
正

子
の
『
続
綴
方
教
室
』（
１
円
50
銭
）
が
「
五
十
版
売
切
近
し
」（
同
前　

昭
14
・
１
・

25
）
と
広
告
し
て
い
る
。
ま
た
、
白
水
社
は
「
東
京
朝
日
新
聞
」
昭
和
十
四
年
四

月
十
日
の
広
告
で
『
キ
ュ
リ
ー
夫
人
』（
エ
ー
ヴ
・
キ
ュ
リ
ー
）
が
「
六
十
五
版
」

に
達
し
た
こ
と
を
告
知
し
て
い
た
し
、
第
一
書
房
は
、
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
の
『
大

地
』
三
部
作
を
「
増
刷
又
増
刷
」
の
「
底
知
れ
ぬ
売
行
」
で
「
六
十
万
部
突
破
」（
同

前　

昭
14
・
４
・
１
）
と
宣
伝
し
て
い
た
。
翻
訳
書
も
売
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
現
象
に
つ
い
て
、
最
大
手
の
取
次
で
あ
り
、
書
店
も
経
営
し
て
い
た
東
京

堂
の
増
山
新
一
は
「
昭
和
十
四
年
の
出
版
界
」（「
出
版
警
察
資
料
」
昭
15
・
１
）

で
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。「
文
学
書
類
、
就
中
『
小
説
・
戯
曲
』
類
が
図

抜
け
て
多
い
こ
と
が
目
立
つ
。前
年
に
比
べ
る
と
実
に
二
五
四
種
の
増
加
で
あ
り
、

『
評
論
・
随
筆
』
類
で
さ
へ
七
三
種
の
増
加
と
な
つ
て
ゐ
る
。
従
つ
て
十
四
年
度

に
最
も
多
く
新
刊
さ
れ
た
も
の
は
文
学
書
で
あ
り
、
又
よ
く
売
れ
た
も
の
も
文
学

書
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
／
実
際
最
近
の
出
版
界
は
文
学
書
の
氾
濫
と

い
ふ
点
に
尽
き
る
。
工
学
書
類
が
よ
く
売
れ
る
と
か
、
哲
学
書
類
が
売
れ
る
と
か

云
つ
て
も
（
実
際
よ
く
売
れ
る
が
）
文
学
書
類
の
前
に
は
物
の
数
で
は
な
い
。
そ

の
上
単
行
本
ば
か
り
で
な
く
『
文
庫
』
の
大
部
分
が
文
学
も
の
で
あ
る
か
ら
、
全

出
版
物
の
三
割
近
く
を
文
学
書
類
が
占
め
る
こ
と
に
な
る
」。

　

い
っ
て
み
れ
ば
、
日
中
戦
争
下
に
お
い
て
、
文
学
の
社
会
化
／
社
会
の
文
学
化

が
達
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
同
時
代
の
文
壇

人
に
と
っ
て
驚
異
的
な
現
象
だ
っ
た
。
昭
和
十
四
年
五
月
号
の
「
新
潮
」
の
「
ス

ポ
ツ
ト
・
ラ
イ
ト
」
で
、
Ｘ
・
Ｙ
・
Ｚ
は
「
文
学
書
の
売
れ
行
き
が
急
に
よ
く
な

つ
た
と
い
ふ
こ
と
だ
し
、
さ
う
言
へ
ば
一
と
頃
は
、
ぱ
つ
た
り
火
が
消
え
た
や
う

に
な
つ
て
ゐ
た
文
学
書
の
出
版
が
、
こ
の
頃
で
は
、
ま
た
盛
ん
に
な
つ
て
来
た
。

―
―
事
変
の
た
め
に
、
文
学
な
ど
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
う
な
つ
て
し
ま
ふ
の
か
と
、

皆
な
心
配
し
て
ゐ
た
と
こ
ろ
だ
け
に
、
思
ひ
も
か
け
な
い
こ
の
文
学
の
好
景
気
来

は
、
先
づ
一
応
は
慶
祝
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
出
さ
う
と
思
つ
て
も
出
す
こ
と
が
出

来
な
か
つ
た
本
が
自
由
に
出
せ
る
や
う
に
な
つ
た
り
、
売
ら
う
と
し
て
も
、
ち
つ

と
も
売
れ
な
か
つ
た
本
が
、
羽
が
生
へ
た
や
う
に
売
れ
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
は
、

一
応
目
出
度
い
こ
と
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（「
長
篇
小
説
と
『
筋
』」）
と
述
べ

て
い
た
。

　

昭
和
十
四
年
四
月
号
の
「
早
稲
田
文
学
」
の
巻
頭
の
「
今
日
の
問
題
」
欄
の
冒

頭
で
、青
柳
優
は
「
近
頃
文
学
書
の
売
行
が
頓
に
盛
ん
で
あ
る
と
い
は
れ
て
ゐ
る
。

喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
或
る
出
版
書
肆
の
話
に
よ
れ
ば
、
今
は
文
学
書
の
読
者

層
の
質
が
変
化
拡
大
し
つ
ゝ
あ
る
。
量
的
に
も
勿
論
拡
大
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
質

的
変
化
拡
大
が
現
は
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
、
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
書
肆
の
推
測

に
よ
れ
ば
、
従
来
の
読
者
層
の
質
で
は
、
こ
れ
だ
け
の
量
的
消
化
力
は
無
い
筈
で

あ
る
。
或
る
分
量
の
増
加
し
た
部
分
は
、
読
者
層
の
質
的
増
加
に
よ
つ
て
齎
ら
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
／
例
え
ば
婦
人
読
者
の
増
加
、
軍
需
イ
ン
フ
レ
に
よ
る
新
し

き
購
買
読
書
力
の
増
加
、
娯
楽
統
制
に
よ
る
趣
味
の
健
全
化
の
反
映
、
販
路
の
大
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陸
進
出
等
、
購
買
力
の
増
大
を
裏
付
け
る
こ
れ
等
の
も
の
か
ら
抽
き
出
さ
れ
る
読

者
の
質
と
い
ふ
も
の
は
、
―
―
読
者
の
読
書
欲
の
内
容
に
対
す
る
検
討
は
差
し
控

へ
る
と
し
て
も
、従
来
の
も
の
か
ら
較
べ
る
と
、非
常
に
づ
れ

0

0

て
ゐ
る
。或
る
期
間
、

定
着
し
硬
化
し
て
ゐ
た
読
者
の
質
が
、
今
日
で
は
非
常
に
膨
張
し
、
無
限
の
可
能

性
を
胎
ん
で
ゐ
る
ご
と
く
み
へ
、
そ
れ
と
共
に
趣
味
的
、
恣
意
的
で
あ
り
、
浮
遊

性
を
も
つ
て
ゐ
る
と
思
へ
る
。」（「
文
学
繁
栄
に
つ
い
て
」）
と
批
判
的
に
総
括
し

て
い
る
。

　

こ
の
批
判
的
な
視
点
は
、五
月
号
の
「
新
潮
」
の
巻
頭
「
新
潮
評
論
」
で
も
、「
今

日
の
小
説
の
流
行
と
い
ふ
現
象
は
、
小
説
の
創
造
性
が
純
粋
に
な
つ
た
と
か
、
小

説
が
批
評
的
に
見
て
す
ぐ
れ
た
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
し
た
と
か
い
ふ
や
う
な
意
味
か
ら

起
き
た
も
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
外
部
的
な
理
由
に
よ
つ
て
、
小
説
の
読
者

が
増
加
し
た
と
い
ふ
現
象
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
あ
く
ま
で
も
流
行
と
い
ふ
現

象
の
域
を
出
て
ゐ
な
い
。」（「
小
説
と
一
般
読
者
」）
と
い
う
よ
う
に
通
底
す
る
ト

ー
ン
で
も
あ
っ
た
。

　

一
方
、
紀
伊
國
屋
書
店
の
田
辺
茂
一
は
昭
和
十
四
年
六
月
号
の
「
日
本
評
論
」

に
「
読
書
階
級
と
文
学
」
を
発
表
し
て
、
読
者
層
の
拡
大
に
つ
い
て
具
体
的
に
考

察
し
て
い
た
。
田
辺
は
「
数
年
前
ま
で
は
、
何
人
も
予
期
し
な
か
つ
た
と
こ
ろ
の

文
学
隆
昌
時
代
が
到
来
し
て
、
多
く
の
人
々
が
文
学
書
を
手
に
し
、
且
つ
そ
れ
に

随
伴
し
て
、
多
く
の
出
版
書
肆
が
、
血
眼
に
作
家
側
を
動
員
し
て
、
市
場
に
た
ゞ

な
ら
ぬ
活
況
を
示
し
て
ゐ
る
事
実
は
、
た
と
へ
そ
れ
が
そ
の
大
半
の
原
因
を
、
跛

行
景
気
に
よ
り
購
買
層
の
懐
中
の
潤
沢
に
負
ふ
も
の
と
は
云
へ
、
他
に
さ
ま
ざ
ま

の
折
重
な
る
原
因
の
数
へ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、一
つ
の
興
味
深
い
社
会
的
現
象
」

で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
指
摘
し
た
。
な
お
、「
跛
行
景
気
」
と
は
、
青
柳
の
い
う
「
軍

需
イ
ン
フ
レ
」、
日
中
戦
争
の
本
格
化
に
よ
る
軍
需
景
気
の
こ
と
で
あ
る
。

　

田
辺
は
「
最
近
新
読
者
階
級
が
あ
ら
は
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
あ
り
と
す
れ
ば
、

そ
の
大
半
は
恐
ら
く
、
戦
線
に
赴
い
た
人
々
に
代
つ
て
街
頭
に
進
出
し
た
職
業
婦

人
群
の
自
主
独
立
の
生
活
に
よ
る
、
新
し
い
消
費
面
で
あ
ら
う
。」
と
し
て
、
若

い
女
性
た
ち
の
「
文
学
愛
好
熱
を
高
め
」
た
も
の
と
し
て
次
の
三
つ
の
ル
ー
ト
を

「
推
定
」
し
て
い
る
。
第
一
は
、「
純
文
学
的
な
も
の
に
興
味
を
覚
え
る
や
う
に
な
」

っ
た
き
っ
か
け
と
し
て
の
石
坂
洋
次
郎
の
『
若
い
人
』・
阿
部
知
二
の
『
冬
の
宿
』

等
で
あ
り
、
第
二
は
「
婚
期
の
動
揺
に
あ
る
若
い
人
々
が
、
新
し
い
モ
ラ
ル
の
示

唆
や
、
性
愛
の
真
実
を
」「
学
び
と
ら
う
と
し
た
」
ジ
イ
ド
の
『
未
完
の
告
白
』・

『
女
の
学
校
』
等
で
あ
り
、
第
三
は
「
文
学
の
良
識
を
浸
潤
さ
せ
た
も
の
と
し
て
」

の
「
岩
波
レ
ク
ラ
ム
版
」
だ
っ
た
。
第
一
の
ル
ー
ト
は
、横
光
の
「
純
粋
小
説
論
」

と
の
呼
応
を
想
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

田
辺
に
よ
れ
ば
、
こ
の
若
い
女
性
た
ち
の
「
文
学
愛
好
熱
」
は
「
漸
次
し
て
文

学
的
渇
仰
と
な
り
、文
学
志
望
熱
に
及
ん
で
き
た
や
う
に
も
考
へ
ら
れ
る
。
折
柄
、

豊
田
正
子
、
小
川
正
子
、
岡
本
か
の
子
の
諸
氏
の
出
現
が
あ
り
、
又
林
芙
美
子
氏

の
漢
口
一
番
乗
り
等
と
い
ふ
事
実
も
、
余
興
な
が
ら
、
側
面
的
に
、
女
性
文
壇
の

気
魄
と
い
ふ
ご
と
き
も
の
に
、
拍
車
し
た
。
最
近
は
中
里
恒
子
氏
の
芥
川
賞
受
賞

等
が
あ
つ
た
。
こ
の
や
う
に
し
て
文
学
へ
の
欲
求
は
現
在
若
い
人
の
間
に
高
ま
り

つ
ゝ
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
職
を
得
た
人
々
が
、
生
活
の
保
障
さ
れ
た
余
剰
を
、
さ

い
う
ふ
消
費
に
あ
て
ゝ
、
新
し
い
読
者
階
級
と
し
て
擡
頭
し
た
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

　

田
辺
は
「
一
般
大
衆
と
文
学
と
の
接
近
に
役
立
つ
た
も
の
と
し
て
」「
文
学
賞

の
設
定
、
文
学
の
映
画
化
」
を
あ
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
田
辺
が
注
目
し
た
文
学

賞
の
役
割
は
イ
ベ
ン
ト
性
で
は
な
く
、
優
良
な
文
学
作
品
を
判
定
し
て
読
者
に
勧

め
る
、
読
書
案
内
と
し
て
の
役
割
で
あ
る
。「
文
学
賞
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
そ

の
受
賞
が
、
極
め
て
公
平
に
行
は
れ
、
今
日
ま
で
の
経
過
は
、
俗
臭
紛
々
た
る
文

壇
行
事
と
し
て
は
特
記
に
価
ひ
す
る
も
の
だ
が
、
従
が
つ
て
そ
れ
等
の
作
品
が
、

多
く
の
人
々
の
期
待
を
裏
ぎ
ら
」
ず
、「
読
者
も
信
頼
を
以
て
受
賞
作
品
を
手
に

し
」
て
、「
時
と
金
の
浪
費
を
読
者
側
か
ら
省
く
」
こ
と
に
な
っ
た
。
同
時
に
「
批
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評
の
基
準
を
作
り
、
作
家
側
に
も
多
大
の
鞭
撻
を
与
へ
る
も
の
と
し
て
、
何
々
賞

が
文
壇
殷
賑
の
緒
口
を
開
い
た
こ
と
は
」「
高
く
評
価
さ
れ
」
る
べ
き
で
あ
る
と

し
て
い
る
。

　
「
文
学
の
映
画
化
」に
つ
い
て
は
、手
放
し
で
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

「
映
画
の
宣
伝
力
を
う
け
た
人
々
が
、
急
に
文
学
へ
の
親
近
を
感
じ
て
、
文
学
書

を
手
に
し
始
め
た
と
い
ふ
例
は
尠
く
な
い
や
う
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
も
、
従
来
の
智

識
層
か
ら
の
移
行
で
は
な
い
、
新
し
い
読
者
層
の
発
生
が
見
ら
れ
る
。」
と
指
摘

し
て
い
る
。

　

田
辺
の
分
析
の
通
り
だ
と
す
れ
ば
、
昭
和
十
年
の
芥
川
賞
・
直
木
賞
の
制
定
、

「
純
粋
小
説
論
」
の
主
張
と
実
践
、「
文
藝
映
畫
」
な
ど
が
結
果
と
し
て
連
携
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
純
文
学
」
の
〈
大
衆
化
〉
が
実
現
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
分
析
は
、
読
者
層
の
拡
大
が
、
青
柳
や
「
新
潮
評
論
」
の
指
摘
す
る
よ
う
な

単
な
る
流
行
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
読
者
拡
大
の
大
前
提

と
し
て
組
み
込
む
必
要
が
あ
る
の
は
、
永
嶺
重
敏
の
指
摘
す
る
、
円
本
の
ブ
ー
ム

終
了
後
に
果
た
し
た
円
本
の
「
大
衆
化
装
置
」
と
し
て
の
機
能
で
あ
る
。

　

永
嶺
に
よ
れ
ば
、「
円
本
と
い
う
大
衆
化
装
置
は
、ま
ず
ブ
ー
ム
期
に
あ
っ
て
は
、

書
店
を
通
じ
て
の
予
約
購
読
と
い
う
形
で
『
所
謂
中
流
階
級
並
に
学
生
連
』
へ
の

書
物
の
普
及
装
置
と
し
て
は
た
ら
き
、
次
い
で
ブ
ー
ム
終
了
後
に
は
価
格
の
大
幅

な
下
落
に
よ
っ
て
、
古
本
屋
や
露
店
の
流
通
経
路
を
通
じ
て
、
よ
り
貧
し
い
労
働

者
や
農
民
層
へ
の
普
及
装
置
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
二
段
階
の
大
衆
化
作
用
を

お
よ
ぼ
し
た
。
読
書
体
験
に
お
け
る
階
層
間
の
差
異
の
流
動
化
と
平
準
化
も
、
こ

の
二
段
階
の
過
程
を
通
じ
て
進
行
し
て
い
」
た
。
永
嶺
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
昭

和
五
年
以
降
、
円
本
ブ
ー
ム
は
急
速
に
終
息
し
て
い
く
が
、
昭
和
十
四
年
の
文
学

書
の
売
行
き
増
加
は
第
二
段
階
の
「
大
衆
化
作
用
」
が
大
き
く
働
い
て
い
る
だ
ろ

う
。
永
嶺
は
読
書
の
世
界
の
変
容
を
こ
う
説
明
し
て
い
る
。「
円
本
ブ
ー
ム
を
経

験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
社
会
の
読
書
風
景
は
一
変
し
た
。
円
本
ブ
ー
ム
以

前
に
人
々
の
身
近
な
読
書
材
料
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
は
、
新
聞
雑
誌
を
除
け

ば
講
談
本
の
み
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
円
本
ブ
ー
ム
以
後
に
お
い
て
は
、
古
今
東

西
の
文
学
思
想
の
良
質
な
巨
大
ス
ト
ッ
ク
が
各
階
層
の
手
近
な
と
こ
ろ
に
大
量
に

蓄
積
さ
れ
た
。
人
々
の
読
書
環
境
は
格
段
に
向
上
し
た
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
人
々

の
日
常
的
な
読
み
物
と
し
て
は
講
談
し
か
存
在
し
な
か
っ
た『
講
談
的
読
書
世
界
』

か
ら
、
古
今
東
西
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
が
は
じ
め
て
普
通
の
人
々
の
日
常
的
な
あ

り
ふ
れ
た
読
み
物
と
し
て
一
般
化
し
て
き
た
『
文
学
的
読
書
世
界
』
と
い
う
新
た

な
段
階
へ
の
離
陸
を
意
味
し
た
」。

　

こ
の
よ
う
に
重
層
的
に
養
成
さ
れ
拡
大
し
た
購
読
者
層
を
背
景
に
し
て
、
文
学

者
の
生
活
は
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
。
伊
藤
整
が
「
昭
和
十
五
年
頃
か
ら
十
七
年

頃
ま
で
は
書
く
も
の
の
内
容
が
次
第
に
窮
屈
に
な
つ
て
ゐ
た
が
、
経
済
的
に
は
ち

よ
つ
と
し
た
イ
ン
フ
レ
が
起
つ
て
、
単
行
本
が
よ
く
売
れ
た
か
ら
、
私
た
ち
の
生

活
は
楽
に
な
つ
た
。」（「
昭
和
前
期
の
『
新
潮
』」「
新
潮
」
昭
30
・
４
）
と
回
想
し

て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、こ
の
文
学
の
好
景
気
は
数
年
間
持
続
し
た
。

作
家
た
ち
は
、
著
作
権
ビ
ジ
ネ
ス
の
跛
行
状
態
か
ら
脱
出
し
て
、
横
光
の
夢
想
し

て
い
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
実
現
に
む
か
っ
て
歩
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

購
読
者
層
の
急
激
な
拡
大
と
定
着
に
よ
っ
て
生
じ
た
文
学
の
〈
経
済
力
〉
の
向

上
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
文
学
が
日
本
文
化
を
代
表
す
る
領
域
へ
と
成
長
し
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事
態
は
、
文
学
が
、
い
わ
ゆ
る
一
九
四
○

年
体
制
を
確
立
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
わ
ゆ
る
一
九
四

○
年
体
制
と
は
、
戦
後
社
会
を
支
え
る
シ
ス
テ
ム
が
戦
時
中
の
一
九
四
○
年
代
に

形
成
さ
れ
て
い
た
と
し
て
、
戦
中
・
戦
後
を
断
絶
で
は
な
く
、
連
続
と
し
て
考
察

し
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。
文
学
の
強
い
〈
経
済
力
〉
を
支
え
る
購
読
者
層
、

そ
の
購
読
者
を
〈
拘
束
〉
す
る
文
学
の
力
の
確
立
に
つ
い
て
も
同
様
の
視
点
か
ら

論
ず
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
体
制
は
、
太
平
洋
戦
争
の
激
化
と
戦
後
の
混
乱
期
に
は
一
旦
、
そ
の
活
動
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を
休
止
す
る
が
、
一
九
五
〇
年
代
の
文
学
全
集
ブ
ー
ム
・
中
間
小
説
の
隆
盛
と
い

う
形
で
見
事
に
復
活
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
逆
に
、
こ
の
一
九
四
○

体
制
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
文
学
の
黄
金
時
代
の
到
来
を
説
明
す
る
こ
と

は
困
難
だ
ろ
う
。

　

戦
後
を
代
表
す
る
文
芸
評
論
家
荒
正
人
は
、
昭
和
三
十
二
年
六
月
に
「
Ｋ
Ａ
Ｐ

Ｐ
Ａ　

Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
Ｓ
」
か
ら
刊
行
し
た
小
説
家
に
な
る
た
め
の
ハ
ウ
ツ
ー
本
の
タ

イ
ト
ル
を
『
小
説
家　

現
代
の
英
雄
』
と
命
名
す
る
が
、
そ
の
根
拠
は
、
美
空
ひ

ば
り
や
三
船
敏
郎
ら
「
映
画
俳
優
を
し
の
ぐ
作
家
の
収
入
」
だ
っ
た
。
荒
は
小
説

家
と
い
う
新
し
い
〈
経
済
的
〉
な
英
雄
が
出
現
し
た
こ
と
を
宣
言
し
た
わ
け
だ
が
、

昭
和
十
四
年
か
ら
顕
著
に
な
っ
た
文
学
書
の
抜
群
の
売
れ
行
き
が「
現
代
の
英
雄
」

と
し
て
の
「
小
説
家
」
の
登
場
を
約
束
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

注
（
１
）
二
○
一
○
年
は
電
子
書
籍
元
年
と
し
て
、
関
連
す
る
多
く
の
書
籍
や
雑
誌
が
発
行

さ
れ
た
。
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
、田
代
真
人
『
電
子
書
籍
元
年
』（
平
22
・
５
刊
）、

前
田
塁
『
紙
の
本
が
亡
び
る
と
き
？
』（
平
22
・
１
刊
）、
ア
レ
ッ
ク
ス
・
Ｓ
・
ジ
ョ

ー
ン
ズ
『
新
聞
が
消
え
る　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
生
き
残
れ
る
か
』（
平
22
・
４
刊
）

な
ど
が
経
済
的
な
視
点
か
ら
の
分
析
を
基
底
に
置
い
て
い
て
大
変
参
考
に
な
る
。

（
２
）
こ
の
通
説
は
、
永
嶺
重
敏
が
円
本
購
読
者
層
を
具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
批
判

さ
れ
て
い
る
。
永
嶺
は
、「
月
額
一
円
と
い
う
価
格
の
『
高
さ
』」
が
「
円
本
の
大
衆

的
普
及
に
強
い
制
約
的
要
因
と
し
て
働
い
て
」
い
て
、「
円
本
は
従
来
考
え
ら
れ
て

き
た
ほ
ど
、
多
く
の
労
働
者
・
農
民
層
に
ま
で
容
易
に
購
読
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
、

実
際
に
書
店
を
通
し
て
の
予
約
購
読
と
い
う
形
で
円
本
の
購
読
者
と
な
り
得
た
の
は

そ
の
一
部
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、円
本
の
購
読
者
層
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
、

学
生
に
加
え
て
、
農
村
部
に
お
い
て
は
地
主
あ
る
い
は
自
作
上
層
、
都
市
に
お
い
て

は
新
旧
中
間
層
以
上
の
人
々
で
あ
っ
た
」（「
円
本
ブ
ー
ム
と
読
者
」『
モ
ダ
ン
都
市

の
読
書
空
間
』
平
13
・
３
刊
）
と
指
摘
し
て
、
昭
和
初
年
代
の
円
本
ブ
ー
ム
に
よ
る
、

直
接
的
か
つ
同
時
進
行
的
な
〈
大
衆
化
〉
に
つ
い
て
は
否
定
的
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

も
そ
も
、
こ
の
時
期
の
〈
大
衆
化
〉
に
つ
い
て
は
、
有
馬
学
の
次
の
よ
う
な
根
本
的

な
問
題
提
起
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。「
一
九
二
○
年

代
を
語
る
と
き
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
都
市
化
と
い
い
大
衆
化
と
い

い
、時
代
の
特
徴
を
示
す
タ
ー
ム
が
ほ
と
ん
ど
現
代
と
同
じ
に
な
っ
て
く
る
こ
と
だ
。

言
葉
が
同
じ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
両
者
を
混
同
し
て
は
い
け
な
い
。
一
九
二
○
年
代

の
、
い
や
高
度
成
長
以
前
の
都
市
化
は
、
都
市
と
農
村
を
区
別
し
、
そ
の
差
異
を
際

立
た
せ
て
い
く
都
市
化
で
あ
っ
た
。
都
市
と
農
村
の
差
異
を
解
消
し
て
い
く
高
度
成

長
期
の
都
市
化
と
は
、
根
本
的
に
意
味
が
異
な
る
。
一
九
二
○
年
代
に
大
衆
社
会
と

呼
べ
る
よ
う
な
実
体
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
」（「
エ
ピ
ロ
ー
グ　

発

見
さ
れ
た
の
は
何
か
？
」『「
国
際
化
」
の
中
の
帝
国
日
本
』
平
11
・
５
刊
）。

（
３
）
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
円
本
ブ
ー
ム
を
解
読
す
る
―
―
『
旱
魃
時
』

の
新
進
作
家
た
ち
―
―
」（『
文
学
者
は
つ
く
ら
れ
る
』
平
12
・
12
刊
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。
席
取
り
合
戦
の
観
点
か
ら
昭
和
六
年
の
「
創
作
界
」
を
整
理
し
た
評
論
に
川

端
康
成
の
「
一
九
三
一
年
の
創
作
界
の
印
象
」（「
新
潮
」
昭
６
・
12
）
が
あ
る
。
川

端
は
原
稿
料
を
支
払
う
四
つ
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
と
作
家
を
「
芸
術
派
」
と

「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
派
」
に
分
類
し
て
、
そ
の
数
に
よ
っ
て
「
創
作
界
の
情
勢
と
作
家

の
動
静
」
を
考
察
し
て
い
た
。
な
お
、「
苦
節
十
年
」
は
、
坪
田
譲
治
が
「
お
化
け

の
世
界
」（「
改
造
」
昭
10
・
３
）
で
文
壇
的
地
位
を
確
立
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に

流
行
し
た
。
菊
池
寛
は
坪
田
が
「
文
学
に
志
し
て
苦
節
十
年
の
人
で
あ
る
ら
し
い
。

之
丈
の
も
の
を
書
け
ば
、
も
う
少
し
認
め
ら
れ
て
も
い
ゝ
人
だ
と
思
ふ
。」（「
話
の

屑
籠
」「
文
藝
春
秋
」
昭
10
・
４
）
と
、
深
田
久
弥
は
「
苦
節
二
十
何
年
と
い
ふ
こ

の
年
長
の
作
者
に
僕
は
敬
意
を
表
す
る
。」（「
文
芸
時
評
」「
行
動
」
昭
10
・
６
）
と

述
べ
て
い
た
。

（
４
）　

昭
和
九
年
の
「
大
講
演
会
」
は
昭
和
十
年
二
月
号
の
「
編
輯
後
記
」
に
よ
れ
ば
、「
各

地
と
も
大
成
功
を
納
め
」
た
。
十
年
は
、
三
月
の
東
海
地
方
、
九
月
上
旬
の
北
陸
・

信
越
、
同
下
旬
の
奥
羽
・
北
海
道
、
十
月
二
十
八
日
の
東
京
、
十
一
月
二
十
五
日
の

大
阪
、
十
二
月
二
十
六
日
の
東
京
と
開
催
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
た
だ
し
、
菊
池
は
こ
の
発
言
に
続
け
て
、
直
接
的
に
売
上
の
増
進
に
つ
な
が
ら
な

か
っ
た
こ
と
を「
盛
ん
に
講
演
会
を
開
い
て
ゐ
る
十
月
十
一
月
号
の
雑
誌
の
売
行
が
、

ち
つ
と
も
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。
悪
く
も
な
つ
て
ゐ
な
い
が
よ
く
も
な
つ
て
ゐ
な
い

の
で
あ
る
。
結
局
読
者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
に
は
な
る
が
、
宣
伝
効
果
は
疑
し
い
わ
け
で

あ
る
。
尤
も
、『
文
藝
春
秋
』
の
正
月
号
は
、
昨
年
に
比
し
一
万
部
丈
、
ハ
ツ
キ
リ

沢
山
売
れ
た
。
こ
れ
が
、
講
演
会
の
効
果
と
云
へ
る
か
、
ど
う
か
。
と
に
か
く
、
社

中
で
も
、
考
へ
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。」
と
認
め
て
い
た
。

（
６
）
小
林
秀
雄
・
林
房
雄
を
中
心
と
し
た
、
昭
和
十
一
年
前
後
の
文
学
者
の
活
動
に
つ

い
て
は
、
本
文
で
も
言
及
し
た
、
拙
稿
「
そ
れ
は
『
純
粋
小
説
論
』
か
ら
始
ま
っ
た
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―
―
『
純
文
学
』
大
衆
化
運
動
の
軌
跡
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
７
）　

谷
崎
潤
一
郎
は
「
私
の
貧
乏
物
語
」（「
中
央
公
論
」
昭
10
・
１
）
で
「
千
円
の
月

収
」
を
必
要
と
す
る
理
由
を
、「
学
問
や
修
養
を
す
る
時
間
で
あ
り
、
次
の
創
作
へ

の
準
備
を
す
る
時
間
」
と
し
て
の
「
怠
け
る
時
間
」・「
遊
ぶ
時
間
が
欲
し
い
」
か
ら

だ
と
説
明
し
て
い
た
。ま
た
、谷
崎
は「
何
故
に
千
円
を
得
る
こ
と
が
む
づ
か
し
い
か
、

と
云
ふ
理
由
」
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
お
、谷
崎
は
「
文
芸
家
所
得
税
一
覧
表
」

（「
読
売
新
聞
」
昭
10
・
８
・
29
）
で
は
、
西
の
番
付
の
下
か
ら
二
番
目
の
「
一
三
六

円
」
だ
っ
た
。

（
８
）　

小
林
は
続
け
て
「
稿
料
も
本
の
売
行
き
も
て
ん
で
問
題
に
な
ら
な
い
僕
の
様
な
場

合
だ
つ
て
、例
え
ば『
私
小
説
論
』の
印
税
は
原
稿
料
の
約
八
分
の
一
だ
と
い
つ
た
ら
、

見
物
人
も
少
し
は
へ
ん
な
気
持
に
な
つ
て
も
ら
ひ
た
い
も
の
で
あ
る
。」
と
も
述
べ

て
い
て
、
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
印
税
の
少
な
さ
は
、「
純
文
学
」
の
場
合
に

も
当
て
は
ま
る
の
で
あ
る
。
細
田
源
吉
は
、「
東
京
朝
日
新
聞
」
の
特
集
「
作
家
生

活
の
苦
境
を
語
る
」
の
中
で
、
小
島
勗
の
弔
問
に
行
っ
た
際
に
、
横
光
か
ら
「
芸
術

派
の
若
い
人
達
も
ひ
ど
い
が
、
僕
も
本
を
だ
し
て
も
金
が
も
ら
え
ず
、
非
常
に
困
つ

て
ゐ
る
。
僕
も
大
衆
小
説
へ
行
か
う
と
思
つ
て
る
ん
で
す
。」（「
プ
ロ
作
家
と
し
て
」

上　

昭
８
・
２
・
３
）
と
い
う
衝
撃
の
言
葉
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
。

（
９
）
た
だ
し
、和
田
の
回
想
に
よ
れ
ば
、片
岡
の
『
風
の
女
王
』
は
「
若
い
読
者
に
受
け
て
、

松
竹
の
手
で
映
画
化
も
さ
れ
た
。
社
長
は
、
私
に
相
談
し
て
、
千
円
の
丸
善
の
商
品

切
手
を
片
岡
さ
ん
に
お
く
っ
た
」（『
ひ
と
つ
の
文
壇
史
』）。

（
10
）こ
の
時
期
の「
新
潮
」つ
い
て
、舟
橋
聖
一
は「
稿
料
は
二
円
五
十
銭
か
ら
は
じ
ま
り
、

三
円
以
上
貰
つ
た
こ
と
は
な
い
」、「
枚
数
は
短
く
、
二
十
五
枚
か
ら
三
十
枚
位
。
ひ

ど
い
時
は
、十
八
枚
と
き
め
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
。」（「
大
正
十
五
年
こ
の
か
た
」「
新

潮
」
昭
30
・
４
）
と
回
想
し
て
い
た
。
原
稿
料
自
体
は
講
談
社
と
大
差
な
い
こ
と
に

な
る
。

（
11
）
牧
は
当
初
死
因
を
心
臓
麻
痺
と
さ
れ
て
い
た
が
、「
読
売
新
聞
」
は
「
牧
逸
馬
氏
急

逝
―
／
死
因
に
一
点
の
謎
／
鎌
倉
署
で
俄
か
に
検
視
」、「
奇
し
き
死
の
暗
示
／
前
日

脱
稿
の
怪
異
小
説
／
主
人
公
が
心
臓
麻
痺
で
死
ぬ
」
と
い
う
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル

な
見
出
し
（
昭
10
・
６
・
30
付 

朝
刊
）
で
、
再
検
視
を
報
じ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、

自
殺
で
は
な
く
、
再
検
視
の
結
果
、
死
因
が
「
脳
卒
中
」（
同
前　

７
・
１
付 

夕
刊
）

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

（
12
）
菊
池
寛
の
作
品
と
映
画
化
に
つ
い
て
は
、
溝
渕
久
美
子
「
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の
『
場
』

と
し
て
の
『
文
芸
映
画
』
―
―
一
九
二
○
年
代
中
後
期
の
菊
池
寛
作
品
の
映
画
化
を

め
ぐ
っ
て
―
―
」（「
情
報
文
化
研
究
」
平
16
・
３
）、
志
村
三
代
子
「『
第
二
の
接
吻
』

あ
る
い
は
『
京
子
と
倭
文
子
』
―
―
恋
愛
映
画
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
―
―
」（「
演
劇
研

究
セ
ン
タ
ー
紀
要
」
平
18
・
１
）、「
輻
輳
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
―
―
『
東
京
行
進
曲
』

の
映
画
化
を
め
ぐ
っ
て
」（「
演
劇
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
」
平
19
・
１
）
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
13
）『
貞
操
問
答
』
の
最
後
で
、
前
川
は
よ
う
や
く
新
子
と
の
〈
不
倫
〉
を
実
行
す
る
気

に
な
る
の
で
、あ
る
意
味
で
〈
貞
操
問
答
〉
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

広
告
で
「
男
女
が
現
代
に
生
き
て
、
如
何
に
愛
し
合
ふ
こ
と
が
最
も
正
し
く
賢
明
で

あ
る
か
？ 

合
理
的
な
現
代
の
貞
操
観
と
は
何
で
あ
る
か
？ 

此
の
問
題
に
最
も
新
し

く
妥
当
な
解
決
を
与
へ
た
の
が
『
貞
操
問
答
』
だ
。」（「
改
造
」
昭
10
・
３
の
折
り

込
み
広
告
）
と
謳
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
映
画
は
そ
の
「
解
決
」
を
改
竄
し

た
こ
と
に
な
る
。

（
14
）
田
中
眞
澄
の
「
歴
史
と
し
て
の
『
文
藝
映
畫
』」
で
紹
介
す
る
資
料
「
映
画
の
階
調

　

片
岡
鉄
平
氏
を
訪
ね
て
」（「
映
画
之
友
」
昭
12
・
１
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
点
に

な
る
と
、
片
岡
は
「
映
画
化
さ
れ
る
と
き
ま
つ
た
ら
、
目
を
つ
ぶ
つ
て
監
督
に
渡
し

て
仕
舞
ふ
。
別
に
あ
ゝ
で
も
無
い
か
う
で
も
無
い
と
文
句
を
云
つ
て
見
た
つ
て
文
学

と
映
画
と
は
違
ふ
ん
だ
か
ら
仕
方
が
無
い
」
と
割
り
切
っ
て
映
画
化
に
応
じ
て
い
た

ら
し
い
。
な
お
、
田
中
は
「
文
藝
映
畫
」
が
こ
の
よ
う
な
「
通
俗
小
説
作
者
と
文
芸

映
画
と
の
関
係
と
は
異
な
る
次
元
で
、
文
学
と
映
画
と
の
交
感
と
い
う
運
動
を
（
人

的
交
流
を
含
め
て
）
生
起
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

な
お
、
本
稿
は
、
平
成
22
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
一
九
五
○

―
六
○
年
代
に
お
け
る
文
化
産
業
と
し
て
の
文
学
の
発
展
過
程
に
関
す
る
総
合
的
研
究
」）

の
助
成
を
受
け
て
い
る
。
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Econom
ics of Literature: R

eading the Show
a 10s
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T
he aim

 of this paper is to understand how
 literature developed as 

an industry in the Show
a 10s. Literary w

riters, w
ho w

ere fi nancially 
constrained because of a slum

p in the publishing industry follow
ing 

the one-yen book boom
 and recession in the Japanese econom

y it-
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self, came to seek new forms of literary endeavours to improve their 
economic strength in the Showa 10s. The Akutagawa Prize, which 
was one of these endeavours, was nothing more than a stopgap 
measure because it provided little compensation to writers. In con-
trast, Yokomitsu Riichi's Junsui Shōsetsu  Ron (On the Pure Novel) 
asserted the legitimacy of writing popular novels and revealed a 
tangible escape route from fi nancial hardship. However, even pre-
dominant writers of popular novels from this time, such as Yoshiya 
Nobuko and Kikuchi Kan, did not sell many books and did not re-
ceive much payment for their manuscripts. The payment for manu-
scripts was so low that these writers fought with editors over the 
diff erence of one yen. In line with Yokomitsu's aspirations, what sup-
ported their economic strength was writing in large volumes. Their 
literary endeavours were not taken seriously until the death of Maki 
Itsuma from overwork. Among their sources of income, copyright 
royalties from fi lm adaptations of their works were the most lucra-
tive. From a letter written by Kataoka Teppei, we get a glimpse of 
him negotiating earnestly with fi lm companies. We see a complete 
change in these conditions in Showa 14. Works of literature became 
bestsellers in succession. Literary endeavours of writers as envi-
sioned by Yokomitsu came close to becoming a reality. As indicated 
by Nagamine Shigetoshi, this situation arose because of the develop-
ment of a readership who loved literature as a result of the one-yen 
book boom. In a sense, it was in Showa 14 that the 1940 framework 
of literature developed.
Key Words
Economics of literature ,Akutagawa Prize, Junsui Shōsetsu Ron , Lit-
erary fi lms Copyright business
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