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は
じ
め
に

　

太
宰
治
の
得
意
な
作
品
形
式
に
女
性
独
白
体
が
あ
る
。
そ
の
女
性
独
白

体
作
品
の
み
を
集
め
た
創
作
集
『
女
性
』
が
昭
和
十
七
年
六
月
に
博
文
館

か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。「
待
つ
」
は
、
文
字
通
り
『
女
性
』
の
最
後
に

収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
非
常
に
短
い
作
品
で
は
あ
る
が
、
盛
ん
に
論

じ
ら
れ
て
き
た
作
品
の
一
つ
で
あ
る
。

　
「
待
つ
」
は
「
京
都
帝
国
大
学
新
聞
」
編
集
部
の
依
頼
に
よ
っ
て
執
筆

さ
れ
、
昭
和
一
七
年
三
月
五
日
付
発
行
の
第
三
四
四
号
に
掲
載
予
定
の
コ

ン
ト注
注

と
し
て
送
稿
さ
れ
た
が
、
内
容
が
時
局
に
相
応
し
く
な
い
と
の
理
由

で
掲
載
が
見
送
ら
れ
、
新
聞
雑
誌
等
に
は
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
。
実
の
と

こ
ろ
、「
待
つ
」
が
注
目
を
集
め
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
成
立
事
情
が
大

き
く
作
用
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「
待
つ
」
の
成
立
の
背
景
そ
の
も
の
を
論
じ
た
先
行

研
究
は
非
常
に
少
な
い
。「
京
都
帝
国
大
学
新
聞
」
に
焦
点
を
当
て
た
井

原
あ
や注
注

、
太
宰
と
石
光
の
書
簡
で
の
や
り
と
り
を
確
認
し
て
い
る
斎
藤
樹

里注
注

な
ど
の
論
も
あ
る
が
、「
待
つ
」
研
究
に
お
い
て
、
重
要
で
あ
る
は
ず

の
発
表
ま
で
の
経
緯
は
ま
だ
充
分
に
考
え
ら
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。

　
「
待
つ
」
に
お
け
る
研
究
史
の
出
発
点
は
、「
私
」
が
待
っ
て
い
る
対
象

を
探
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
の
多
く
は
作
者
太
宰
が
何
を
待
っ
て
い

た
の
か
と
い
う
議
論
と
化
し
て
い
た
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
様
々
な
解
釈
を
許
す
「
待
つ
」
と
い
う
作
品
の
特
徴
が
示
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

佐
古
純
一
郎
は
、「
キ
リ
ス
ト
と
の
人
格
的
な
出
会
い
、
邂
逅注
注

」
で
あ

る
と
し
、「
待
つ
」
を
「
極
め
て
大
切
」
な
作
品
だ
と
位
置
付
け
た
。
奥

野
健
男
は
「
神
、
救
い
、
罰
、
死
…
…
と
軽
々
し
く
口
に
出
し
て
は
な
ら

ぬ
、
も
っ
と
深
い
何
か
」
と
い
っ
た
対
象
を
決
定
し
な
い
解
釈注
注

を
展
開
し

た
。
別
所
直
樹注
注

は
〈
戦
争
の
終
結
、
平
和
〉
と
し
、
渡
部
芳
紀注
注

は
「
新
し

い
道
徳
の
行
わ
れ
る
社
会
、
自
分
の
考
え
を
思
い
き
り
大
声
で
表
明
で
き

る
時
代
」
と
し
た注
注

。
西
井
三
佐
代
の
論注
注

で
は
「
全
て
を
包
括
」
し
た
も
の

と
し
て
、
具
体
的
な
対
象
の
特
定
が
避
け
ら
れ
、
そ
し
て
、
つ
い
に
は
鈴

木
雄
史注注注
の
「
空
白
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
論
が
登
場
し
た
。
鈴
木
は
、「
こ

太
宰
治
「
待
つ
」
論

│ 

成
立
の
背
景
か
ら
見
え
て
く
る
も
の 

│

玉

田

琴

乃
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の
作
品
の
ね
ら
い
は
、
待
っ
て
い
る
対
象
の
暗
示
で
は
な
」
く
、「
私
」

の
待
つ
と
い
う
行
為
こ
そ
が
問
題
な
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
待
つ
対
象
な
ど
問
題
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
こ

の
時
期
の
鉄
道
の
駅
は
、
出
征
兵
士
を
送
り
出
す
舞
台
と
し
て
の
意
味
を

持
つ
」
た
め
、「
待
っ
て
い
る
相
手
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
時
局
と
関
わ
っ
て

く
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。「
人
間
に
対
す
る
嫌
悪
を
語
る
こ
と
は
、
読

者
に
対
す
る
信
頼
の
表
明
と
も
受
け
と
め
ら
れ
」、「
私
」
は
「
読
者
を
味

方
に
引
き
寄
せ
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
待
つ
対
象
が
存
在
す
る
可
能

性
を
信
じ
さ
せ
る
」
の
だ
と
述
べ
、「
一
心
に
待
っ
て
い
た
は
ず
の
『
私
』

は
、
突
然
、
見
掛
け
る
側
か
ら
見
ら
れ
る
側
へ
移
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。以
降
、「
待
つ
対
象
」
の
特
定
を
避
け
た
論
が
主
流
と
な
り
、「
女

生
徒注注注
」、「
十
二
月
八
日
」、
中
原
中
也
の
詩注注注
な
ど
、
他
の
作
品
と
の
関
連

性
や
、「
私
」
の
読
者
に
対
す
る
語
り
か
け
に
つ
い
て
重
点
を
置
い
た
研

究
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
し
か
し
、「
待
つ
」
の
成
立
事
情
に
迫
る
も
の
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

本
稿
は
、
こ
の
成
立
事
情
を
改
め
て
再
検
討
す
る
こ
と
か
ら
論
を
始
め

た
い
。

一
、「
待
つ
」
発
表
ま
で
の
経
緯

　

津
島
美
知
子
『
回
想
の
太
宰
治
』（
増
補
改
訂
版　

人
文
書
院
、
一
九

九
七
）
に
よ
っ
て
「
太
宰
は
自
分
の
仕
事
の
記
録
と
し
て
『
創
作
年
表
』

を
遺
し
た
」
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。
同
書
の
「『
創
作
年
表
』

の
こ
と
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

コ
ン
ト
「
待
つ
」
の
初
出
誌
は
長
い
間
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ

が
「
創
作
年
表
」
の
「
昭
和
十
七
年
三
月
号
、
コ
ン
ト
、
京
都
帝
大

学
新
聞
六
枚
」
に
当
た
る
こ
と
を
「
ユ
リ
イ
カ
」
の
伊
達
得
夫
氏
が

教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
伊
達
氏
は
当
時
、
同
新
聞
の
編
集
部
に
い
て
、

太
宰
に
原
稿
を
依
頼
し
書
い
て
も
ら
っ
た
が
、「
待
つ
」
の
内
容
が

時
局
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
理
由
で
原
稿
を
返
し
た
と
、
伊
達
氏

か
ら
直
接
聞
い
た
。

　

井
原
あ
や注注注
は
、
太
宰
の
「
創
作
年
表
」
の
「
昭
和
十
七
年
」
と
記
さ
れ

た
頁
を
確
認
し
、「
記
述
の
上
に
は
抹
消
線
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

「
原
稿
を
返
」
さ
れ
た
、
つ
ま
り
返
却
さ
れ
、
雑
誌
・
新
聞
に
未
発
表
と

な
っ
た
し
る
し
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

な
お
、
執
筆
時
期
は
定
か
で
は
な
い
が
、
伊
達
得
夫
の
遺
稿
「
発
禁
の

思
い
出
」
か
ら
も
「
待
つ
」
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
。
遺
稿
集
『
詩

人
た
ち　

ユ
リ
イ
カ
抄
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
五
）
の
大

岡
信
に
よ
る
「
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版　

解
説
」
に
よ
れ
ば
、
伊
達
の

遺
稿
集
『
ユ
リ
イ
カ
抄
』
は
、
伊
達
得
夫
遺
稿
集
刊
行
会
に
よ
っ
て
伊
達

逝
去
の
一
九
六
一
年
一
月
十
六
日
か
ら
一
年
後
で
あ
る
一
九
六
二
年
一
月

十
六
日
付
で
発
行
さ
れ
、
限
定
二
百
部
の
非
売
品
と
し
て
伊
達
の
知
友
に

の
み
配
ら
れ
た
の
だ
と
い
う
。

多
く
の
読
者
に
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど
、
ま
っ
た
く
考
え
て

お
ら
ず
、
純
粋
に
死
者
の
遺
稿
を
集
成
し
、
追
慕
・
追
悼
す
る
た
め
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の
記
念
碑
的
出
版
物
と
し
て
世
に
出
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
本
の
刊
行
一
年
後
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た　

「
歴
程
賞
」
が
、
第
一
回
の
受
賞
作
と
し
て
『
ユ
リ
イ
カ
抄
』
に
与

え
ら
れ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
偶
然
の
出
来
事
が
生
じ
、
本
書
に
脚
光

が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
、
一
九
七
一
年
七
月
に
は
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス

ク
ー
ル
出
版
部
か
ら
『
ユ
リ
イ
カ
抄
』
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
伊

達
の
遺
稿
は
、
あ
ら
た
め
て
世
に
出
さ
れ
た
と
い
う
。

　

こ
う
し
て
、
公
開
さ
れ
た
伊
達
の
遺
稿
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　

一
回
生
の
冬
、
太
平
洋
戦
争
が
は
じ
ま
っ
た
。
そ
の
翌
年
の
京
大

新
聞
春
休
み
号
に
、
ぼ
く
た
ち
は
太
宰
治
の
小
説
を
も
ら
う
こ
と
に

決
定
し
た
。
そ
の
こ
ろ
の
編
集
員
に
は
太
宰
の
フ
ァ
ン
が
少
な
く
と

も
四
人
は
い
た
。
当
時
太
宰
は
新
進
作
家
で
、
そ
の
敗
北
的
姿
勢
が

戦
争
の
重
圧
下
に
あ
っ
た
ぼ
く
た
ち
の
心
情
に
こ
の
上
な
く
密
着
し

て
い
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　

約
束
の
日
ま
で
に
太
宰
治
の
原
稿
は
送
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
は

「
待
つ
」
と
い
う
短
篇
で
あ
っ
た
。
出
征
し
た
夫
を
き
ょ
う
も
待
っ

て
い
る
│
と
い
う
若
妻
の
手
記
の
形
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
学

年
末
の
新
聞
四
面
に
挿
画
入
り
で
掲
載
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
の
新

聞
は
だ
れ
の
手
に
も
渡
ら
な
か
っ
た
。
発
行
と
同
時
に
検
閲
に
よ
っ

て
発
禁
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
だ
。
太
宰
の
小
説
が
反
戦
的
だ
と
い
う
の

が
そ
の
理
由
で
あ
っ
た
。（「
発
禁
の
思
い
出注注注
」）

　

伊
達
は
こ
の
よ
う
に
「
待
つ
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
出
征
し
た
夫
を
き
ょ
う
も
待
っ
て
い
る
│
と
い
う
若
妻
の
手
記
の
形
」

と
あ
る
も
の
の
、
現
行
の
「
待
つ
」
を
見
る
限
り
、「
出
征
し
た
夫
」
は

存
在
し
な
い
。
し
か
し
、「
発
禁
の
思
い
出
」
に
は
「
ぼ
く
た
ち
は
今
、

太
宰
治
全
集
第
五
巻
に
よ
っ
て
そ
の
小
説
「
待
つ
」
を
読
む
こ
と
が
で
き

る
」
と
続
い
て
い
る
。「
若
妻
の
手
記
」
と
は
単
な
る
伊
達
の
思
い
込
み
、

記
憶
違
い
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

太
宰
が
『
女
性
』
の
「
新
原
稿
」
と
し
て
「
待
つ
」
を
送
っ
た
こ
と
は
、

太
宰
が
石
光
葆
宛
に
送
っ
た
一
九
四
二
年
二
月
二
〇
日
付
の
葉
書注注注
に
よ
っ

て
明
ら
か
で
あ
る注注注
。

た
だ
い
ま
、
ま
た
十
九
日
発
送
の
校
正
刷
を
受
け
取
り
ま
し
た
。
明

朝
、速
達
で
返
送
い
た
し
ま
す
。た
だ
い
ま
、別
封
速
達
で
、「
待
つ
」

と
い
ふ
新
原
稿
、
お
送
り
致
し
ま
し
た
。
五
枚
の
短
篇
で
す
が
、
あ

の
「
恥
」
と
い
ふ
作
品
の
次
に
（
つ
ま
り
、「
恥
」
と
「
あ
と
が
き
」

の
間
に
。）
入
れ
て
下
さ
い
ま
し
。
最
後
の
、
し
め
く
く
り
に
適
し

た
作
品
だ
と
思
ひ
ま
す
か
ら
、
ど
う
か
、
そ
の
や
う
に
、
お
願
ひ
致

し
ま
す
。
目
次
の
校
正
も

8

8

8

8

8

8

、
も
う
い
ち
ど
や
つ
て

8

8

8

8

8

8

8

8

、「
待
つ

8

8

」
を
入

8

8

れ
て
下
さ
い

8

8

8

8

8

。
こ
れ
は
京
大
の
新
聞
に
送
つ
た
の
で
す
が
、
間
に
合

は
ず
、
原
稿
の
コ
ピ
イ
を
送
つ
て
も
ら
つ
た
の
で
す注注注
、

　

こ
こ
に
あ
る
「
間
に
合
わ
ず
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
合
い
な
の

で
あ
ろ
う
か
。「
学
年
末
の
新
聞
四
面
に
挿
画
入
り
で
掲
載
さ
れ
た
」
と
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い
う
伊
達
の
言
葉
を
踏
ま
え
る
の
な
ら
ば
、
掲
載
に
間
に
合
わ
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。

　

美
知
子
夫
人
が
語
っ
た
こ
と
を
も
と
に
考
え
る
の
な
ら
、
伊
達
は
「
内

容
が
時
局
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
理
由
で
原
稿
を
返
し
た
」
は
ず
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
こ
で
太
宰
は
「
京
大
の
新
聞
に
送
つ
た
の
で
す
が
、
間
に

合
は
ず
、
原
稿
の
コ
ピ
イ
を
送
つ
て
も
ら
つ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
仮
に

伊
達
の
言
葉
を
信
じ
る
の
な
ら
、「
発
行
と
同
時
に
検
閲
に
よ
っ
て
発
禁

を
命
ぜ
ら
れ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
「
太
宰
の
小
説
が
反
戦
的
だ
と
」

見
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
の
は
ず
で
あ
る注注注
。
と
こ
ろ
が
、
書
簡
に
は
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

　

石
光
と
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
時
点
は
「
京
大
の
新
聞
」
の
発
行
前
で

あ
る
か
ら
、
ま
だ
「
待
つ
」
の
「
内
容
が
時
局
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い

う
理
由
で
原
稿
を
返
」
さ
れ
る
前
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
も
し

も
す
で
に
発
禁
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
作
者
で
あ
る
太
宰
が
隠
蔽
し
た
こ
と

に
な
る
。
太
宰
も
一
度
時
局
に
合
わ
な
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
を
そ
の
ま

ま
発
表
で
き
る
と
は
考
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
既
に
発
表
で
き
な

い
と
い
う
事
情
に
あ
っ
た
の
な
ら
、「
原
稿
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、「
原

稿
の
コ
ピ
イ
」
の
み
を
送
っ
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
不
自
然
で

あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
伊
達
が
語
る
よ
う
な
内
容
の
「
待
つ
」
は
『
女
性
』

に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

　

伊
達
に
記
憶
違
い
が
な
か
っ
た
の
な
ら
、「
待
つ
」
の
第
一
稿
は
創
作

集
『
女
性
』
で
発
表
さ
れ
た
も
の
と
は
異
な
る
物
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、「
京
都
帝
国
大
学
新
聞
」
に
も
、
太
宰
が
改

稿
し
た
も
の
を
送
っ
た
が
、
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
も
取
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、「
出
征
し
た
夫
を
き
ょ
う
も
待
っ
て
い
る

│
と
い
う
若
妻
の
手
記
の
形
の
も
の
」
と
い
う
第
一
稿
の
「
待
つ
」
が
存

在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
一
度
は
発
表
が
で
き
な
く
な
り
、「『
京
都
帝
国
大
学
新
聞
』

編
集
か
ら
の
原
稿
の
返
却
を
待
た
ず
に
、
急
い
で
滑
り
込
ま
せ
る
よ
う

に
」『
女
性
』
へ
「
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る注注注
」
と
何
も
疑
う
こ
と
な
く

解
釈
さ
れ
て
き
た
成
立
に
至
る
状
況
自
体
も
再
検
討
す
る
必
要
が
出
て
く

る
。

　

そ
も
そ
も
「
待
つ
」
が
結
局
は
『
女
性
』
に
収
録
さ
れ
、
発
表
さ
れ
て

い
る
以
上
、
そ
れ
が
発
禁
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、

不
自
然
だ
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
伊
達
の
思
い
込
み
の
可
能
性
も
捨
て
き
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
、
太
宰
の
書
簡
に
見
ら
れ
る
「
待
つ
」
収
録
を
要
望
す
る
言
葉

も
釈
然
と
し
な
い
。
こ
れ
ま
で
美
知
子
夫
人
の
言
葉
と
太
宰
の
書
簡
を
も

と
に
「
待
つ
」
成
立
ま
で
の
経
緯
は
一
切
疑
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、

実
の
と
こ
ろ
、「
待
つ
」
の
成
立
に
お
け
る
情
報
は
不
明
瞭
な
点
が
多
い

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
太
宰
が
「
待
つ
」
を
世
に
出
そ
う
と
し
た
積
極
的
な
姿
勢
は

う
か
が
え
る
。
そ
し
て
、
確
か
な
の
は
『
女
性
』
の
し
め
く
く
り
に
「
待

つ
」
が
相
応
し
い
と
太
宰
が
主
張
し
た
こ
と
で
あ
る
。

　

太
宰
は
二
十
四
日
付
の
葉
書
で
、
石
光
葆
宛
に
再
度
「
先
日
お
送
り
し

た
『
待
つ
』
は
『
恥
』
の
次
に
組
み
い
れ
て
下
さ
い
ま
し
。
目
次
の
校
正

の
時
も
そ
の
や
う
に
直
し
て
下
さ
い
ま
し
。」
と
伝
え
て
い
る
。
わ
ざ
わ
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ざ
繰
り
返
し
こ
の
よ
う
な
葉
書
が
送
ら
れ
た
事
実
は
、『
女
性
』
に
お
け

る
「
待
つ
」
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
待
つ
」
を
め
ぐ
る
太
宰
の
書
簡
に
は
注
目
す
べ
き
別
の
問

題
点
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
、
改
題
と
真
杉
静
枝
『
妻
』

　

一
九
四
二
年
（
昭
和
一
七
年
）
の
三
月
二
九
日
付
で
石
光
葆
宛
に
出
さ

れ
た
葉
書
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

真
杉
さ
ん
の
本
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
た
う
存
じ
ま
す
。

跋
を
読
ん
だ
ら
、「
待
つ
と
い
ふ
ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る
云
々
」

と
い
ふ
短
歌
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
コ
イ
ツ
ァ
い
け
ね
え
、
と
思
ひ

ま
し
た
。
私
の
結
末
の
短
編
「
待
つ
」
と
い
ふ
題
は
い
よ
い
よ
、
心

配
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
ら
ぬ
誤
解
を
受
け
た
く
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
ど
う
か
、
題
を
「
青
春
」
と
改
め
て
下
さ
い
ま
し
、
目
次
も
、

ど
う
か
、
そ
の
や
う
に
タ
ノ
み
ま
す
。
念
の
た
め
に
再
度
お
願
ひ
申

し
上
げ
ま
す注注注
。

　
「
真
杉
さ
ん
の
本
」
と
い
う
の
は
、
真
杉
静
枝
の
『
妻
』（
博
文
館
、
一

九
四
二
・
二
）
を
指
し
て
い
る
。
四
九
〇
頁
に
及
ぶ
長
編
小
説
で
あ
り
、

定
価
は
二
円
五
〇
銭
で
あ
る
。「
昭
和
十
六
年
十
二
月
九
日
記
」
と
記
さ

れ
て
い
る
真
杉
自
身
の
跋
に
よ
る
と
、「
こ
の
小
説
は
昭
和
十
六
年
五
月

か
ら
十
月
へ
か
け
て
、
新
聞
に
発
表注注注
し
て
来
た
も
の
」
だ
と
い
う
。「
短

歌
」
は
、『
妻
』
の
本
文
中
に
も
引
用
さ
れ
た
吉
川
た
き
子
の
も
の
で
あ

る
。
太
宰
が
「
つ
ま
ら
ぬ
誤
解
を
受
け
た
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
」
と
い
う

そ
の
短
歌
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

ま
ず
、「
待
つ
と
い
ふ
ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る
云
々
」
と
い
う
短

歌
は
、「
待
つ
と
い
ふ
ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る
大
い
な
る
わ
か
れ
な

り　

征
き
ま
せ
吾
が
背
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
も
と
の
吉
川

た
き
子
の
短
歌
は
「
待
つ
と
い
ふ
ひ
と
言
さ
へ
や
は
ば
か
ら
る
大
き
別
れ

な
り
往
き
ま
せ
吾
が
背注注注
」
で
あ
る
か
ら
、『
妻
』
に
お
け
る
真
杉
静
江
の

引
用
は
、
手
が
加
え
ら
れ
た
も
の
だ
。

　

真
杉
静
枝
自
身
は
、
こ
の
短
歌
の
引
用
に
つ
い
て
「
跋
」
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
小
説
の
中
に
何
度
も
引
用
し
た

│
「
待
つ
と
い
ふ
ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る

大
い
な
る
わ
か
れ
な
り　

征
き
ま
せ
吾
が
背
」

と
い
ふ
短
歌
は
、
日
支
事
変
以
来
、
良
人
を
送
り
出
し
た
夫
人
達
の

歌
集
「
戦
争
の
夫
を
想
ふ
歌
」
と
い
ふ
本
の
中
か
ら
、
特
に
、
私
の

胸
を
強
く
打
つ
た
も
の
な
の
で
、
作
者
に
は
大
変
失
礼
と
思
ひ
な
が

ら
、
お
断
り
も
せ
ず
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
す
。

こ
の
歌
の
作
者
は
吉
川
た
き
子
さ
ん
と
い
つ
て
、
北
海
道
の
方
で
あ

る
と
い
ふ
こ
と
丈
し
か
、
私
に
は
判
つ
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

こ
れ
丈
の
切
な
い
高
い
女
の
真
情
を
、
う
た
ひ
得
る
こ
の
歌
人
は
よ

ほ
ど
の
方
だ
と
思
ひ
ま
す
。
万
葉
の
歌
に
も
ま
け
ぬ
、
日
本
の
古
典

の
列
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
歌
だ
と
私
は
思
ひ
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
の
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高
い
宇
宙
的
な
ま
で
の
愛
に
精
神
を
、
こ
れ
丈
け
の
短
文
の
中
に
打

ち
込
ん
で
、
天
空
に
も
と
ど
ろ
く
余
韻
を
つ
た
へ
し
め
る
技
術
は
、

ほ
ん
と
に
、
日
本
人
に
だ
け
出
来
る
文
学
の
伝
統
だ
と
思
ひ
ま
す
。

不
幸
に
し
て
、
私
は
歌
人
で
は
な
い
の
で
、
散
文
を
も
つ
て
、
こ
の

や
う
な
や
ま
と
を
み
な
の
精
神
を
小
説
の
中
に
描
き
出
し
た
い
と
意

図
し
た
わ
け
で
し
た
が
、
こ
の
中
に
度
々
引
用
し
た
こ
の
短
歌
の
美

し
さ
に
勝
る
成
績
は
、
と
て
も
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

複
雑
な
現
代
社
会
の
、
し
か
も
都
会
生
活
の
中
に
、
仕
事
を
も
つ
て

立
つ
て
ゐ
る
若
い
妻
が
、
良
人
を
征
か
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
時
の
心

情
を
、
私
も
、
力
を
こ
め
て
書
き
あ
ら
わ
は
し
て
み
た
か
つ
た
わ
け

で
す
。

　

た
し
か
に
『
妻
』
で
は
「
良
人
を
征
か
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
時
の
心
情
」

が
、
物
語
後
半
で
目
立
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
同
時
に
「
複
雑
な
現
代

社
会
の
、
し
か
も
都
会
生
活
の
中
に
、
仕
事
を
も
つ
て
立
つ
て
ゐ
る
妻
」、

ま
た
そ
の
周
囲
の
女
性
の
あ
り
方
に
も
注
目
で
き
る
作
品
と
な
っ
て
い
る

が
、
管
見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
の
「
待
つ
」
研
究
は
跋
へ
の
言
及
に
留
ま
っ

て
お
り
、『
妻
』
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
、『
妻
』
の
内
容
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

物
語
は
、
二
十
四
に
な
っ
た
東
山
武
代
と
い
う
娘
が
奈
良
か
ら
上
京
す

る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
武
代
の
目
的
は
、
三
年
前
に
結
婚
を
持
ち
か
け

て
き
た
大
学
講
師
、
熱
田
桂
吉
の
も
と
を
訪
れ
る
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、

桂
吉
は
少
女
歌
劇
の
プ
リ
マ
ド
ン
ナ
で
あ
る
有
名
人
、
梶
川
梶
子
の
夫
で

あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
武
代
は
、
女
学
生
時
代
の
友
人
で
あ
る
矢
島
公

子
の
紹
介
で
仕
事
に
就
き
、
梶
子
に
辛
く
当
た
る
桂
吉
の
姿
な
ど
か
ら
、

桂
吉
と
の
恋
愛
を
次
第
に
諦
め
、
新
た
に
宇
佐
美
松
三
と
い
う
男
性
と
出

会
う
。
松
三
は
学
歴
も
な
く
、
子
ど
も
を
持
つ
豊
か
で
は
な
い
家
の
男
性

で
あ
る
が
、
次
第
に
二
人
は
仲
を
深
め
て
い
く
。
桂
吉
は
出
征
す
る
こ
と

と
な
る
が
、
梶
子
も
ま
た
支
那
へ
と
慰
問
演
藝
に
訪
れ
る
こ
と
が
決
ま

る
。
そ
の
頃
、
武
代
は
松
三
と
の
結
婚
を
決
め
、
友
人
の
公
子
も
そ
の
結

婚
に
「
女
の
幸
福
へ
の
道
筋
」
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
公
子
自
身
も
ま
た

幸
福
な
婚
約
が
決
ま
る
。
そ
し
て
、
桂
吉
は
、
梶
子
の
慰
問
團
の
團
長
の

は
か
ら
い
に
よ
っ
て
、
梶
子
の
い
る
慰
問
舞
台
に
招
か
れ
、
二
人
は
支
那

の
地
で
感
動
の
再
会
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。

　

短
歌
は
、
桂
吉
の
出
兵
が
決
ま
っ
た
後
、
繰
り
返
し
出
て
く
る
。
こ
こ

で
は
、『
妻
』
か
ら
、
本
文
中
に
あ
る
全
て
の
引
用
箇
所
を
挙
げ
て
お
き

た
い
。

　

ま
ず
、
三
三
二
頁
に
お
い
て
、
梶
子
は
慰
問
團
の
一
員
と
し
て
、
模
擬

慰
問
公
演
の
舞
臺
で
唄
う
。

　

待
つ
と
い
ふ　

ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る

　

大
い
な
る
別
れ
な
り　

征
き
ま
せ　

わ
が
背

客
席
の
公
子
は
、
こ
の
時
ふ
と
、
せ
き
あ
げ
て
泣
い
て
ゐ
た
。

　

公
子
に
代
表
さ
れ
る
形
で
、
客
の
感
動
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
南
方
前
線
慰
問
演
藝
團
の
一
員
と
し
て
瀬
戸
内
海
を
進
む
旅
客
船

に
乗
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
慰
問
團
の
團
長
か
ら
、
船
に
傷
病
兵
が
乗
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
船
の
サ
ロ
ン
で
「
手
は
じ
め
に
慰
問
し
た
い
」
と
提
案
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が
あ
る
。
そ
の
後
、
三
七
七
頁
で
何
を
唄
う
か
聞
か
れ
た
梶
子
が
「
さ
う

で
す
か
。
│
│
ぢ
や
ま
た
│
│
待
つ
と
い
ふ
ひ
と
こ
と
さ
へ
│
│
あ
れ
を

唄
ひ
ま
す
わ
」
と
答
え
、「『
待
つ
と
い
ふ
ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る
大

い
な
る
別
れ
な
り
征
き
ま
せ
吾
が
背
』
と
い
ふ
唄
、
ほ
ん
と
に
出
征
兵
士

を
送
る
時
の
若
妻
の
、
現
代
知
性
を
も
つ
女
の
眞
心
は
こ
れ
だ
。
ど
う
し

て
そ
ん
な
安
價
に
御
歸
り
を
待
つ
て
い
ま
す
な
ど
と
云
へ
よ
う
、
歸
れ
な

い
ぞ
、
と
い
ふ
カ
ク
ゴ
を
も
つ
て
出
て
ゆ
く
良
人
に
│
│
」
と
、
考
え
て

い
る
。
そ
し
て
、
船
の
サ
ロ
ン
で
唄
っ
た
三
七
八
頁
に
は
、
次
の
よ
う
に

あ
る
。「

待
つ
と
い
ふ
ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る
、
大
い
な
る
別
れ
な
り

征
き
ま
せ
吾
が
背
」

　

激
し
い
拍
手
が
起
つ
た
。
い
ち
ば
ん
前
に
腰
か
け
て
ゐ
た
、
黒
眼

鏡
を
か
け
た
白
衣
の
人
が
太
い
強
い
聲
で
、
ア
ン
コ
ー
ル
！
と
叫
ん

だ
。
も
ち
ろ
ん
と
い
ふ
風
に
、
梶
子
は
お
な
じ
も
の
を
續
け
て
三
度

唄
つ
た
。

　

四
二
五
頁
か
ら
四
二
六
頁
に
お
け
る
陸
軍
病
院
で
の
慰
問
演
藝
で
は
、

唄
の
フ
ァ
ン
が
出
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ふ
と
聲
が
あ
ふ
れ
た
。『
待
つ
と
い
ふ
！
』『
待
つ
と
い
ふ
、

│
│
』
の
唄
を
唄
へ
と
高
い
聲
で
注
文
し
た
勇
士
が
ゐ
た
。

　

梶
子
は
、
は
つ
と
顏
を
あ
げ
た
。

「
あ
ら
！
」

　

演
壇
の
上
で
あ
る
こ
と
を
、
ふ
と
忘
れ
た
聲
を
出
し
た
。

　

船
の
サ
ロ
ン
で
、
い
ち
ば
ん
前
に
ゐ
た
、
黒
眼
鏡
の
、
あ
の
、
白

衣
の
人
だ
っ
た
。

　

│
│
待
つ
と
い
ふ
ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る

　

大
い
な
る
別
れ
な
り

　

征
き
ま
せ
吾
が
背

　

四
四
九
頁
で
は
、
広
東
の
將
校
宿
泊
所
で
の
慰
問
の
際
に
「
梶
子
は

『
待
つ
と
い
ふ
』
と
『
じ
ゃ
が
い
も
の
唄
』
を
唄
つ
た
が
、
ア
ン
コ
ー
ル

が
や
ま
な
か
つ
た
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
盛
況
で
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ

る
。

　

四
六
五
頁
で
は
、
広
東
の
新
華
戯
院
に
て
、
夫
の
佳
吉
が
「
手
が
痛
く

な
る
ほ
ど
拍
手
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
何
と
い
ふ
こ
と
な
く
頬
に
、
涙
が

あ
ふ
れ
放
題
に
な
る
の
を
、
手
ば
な
し
に
し
て
」
い
る
な
か
、
梶
子
が
現

れ
唄
っ
て
い
る
。

「
待
つ
と
い
ふ
、
ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る
、
大
い
な
る
別
れ
な

り
、
征
き
ま
せ
│
│
」

と
、
い
ち
ど
、
和
歌
を
そ
の
ま
ま
棒
よ
み
し
て
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
、

き
れ
い
な
、
ソ
プ
ラ
ノ
の
聲
を
は
り
あ
げ
た
。

艶
の
あ
る
ま
る
み
の
あ
る
、
し
か
し
、
大
い
な
る
悲
し
み
に
な
ご
め

ら
れ
た
唄
聲
で
あ
つ
た
。

場
内
は
し
ん
と
な
つ
た
。

そ
れ
を
梶
子
は
、
二
度
唄
つ
た
。
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こ
の
よ
う
に
、
梶
子
自
身
、
ま
た
、
梶
子
の
唄
を
聴
い
た
周
囲
も
こ
の

唄
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
決
し
て
言
っ
て
は
な
ら
な

い
は
ず
の
「
待
つ
」
と
い
う
言
葉
を
言
え
な
い
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
自

体
は
作
中
全
体
で
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
真
杉
静
江
自
身

の
「
私
の
胸
を
強
く
打
つ
た
」
と
い
う
感
覚
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
な
お
、
出
征
兵
士
へ
の
「
待
つ
」
と
い
う
言
葉
が
「
は
ば
か
ら
る
」

の
は
、
そ
れ
を
「
安
價
に
御
歸
り
を
待
つ
て
い
ま
す
」
と
は
言
え
な
い
こ

と
を
自
覚
し
た
「
女
の
眞
心
」
の
た
め
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
作
中
の
梶
子
の
行
動
は
、「
待
つ
」
と

も
言
え
な
い
ま
ま
、「
待
つ
」
妻
た
ち
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
梶
子
は

「
待
つ
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
で
き
な
い
妻
の
心
を
歌
い
な
が
ら
、
夫
を

た
だ
待
つ
の
で
は
な
く
、
会
い
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
職
に
就
く
妻
な
の

で
あ
る
。
梶
子
は
歌
に
よ
っ
て
気
持
ち
を
表
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ

り
、
出
征
兵
士
を
た
だ
見
送
る
だ
け
の
妻
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
二
つ
目
に
挙
げ
た
短
歌
の
引
用
直
前
で
も
あ
る
三
七
六
頁
に
は

次
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
梶
子
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
。

梶
子
は
、
桂
吉
が
今
若
し
、
戰
地
で
、
國
家
に
命
を
さ
さ
げ
て
し
ま

ふ
や
う
な
こ
と
が
あ
つ
た
と
し
た
ら
、
ど
う
だ
ら
う
。
│
│

　

さ
う
だ
、
さ
う
だ
、
そ
ん
は
風
な
こ
と
で
、
家
庭
の
幸
福
を
失
つ

て
ゐ
る
若
い
女
の
人
が
ど
れ
丈
け
ゐ
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。

　

梶
子
は
、
な
に
か
し
ら
、
胸
の
詰
ま
つ
た
思
ひ
で
、
涙
ぐ
ん
で
ゐ

た
。

　

梶
子
は
慰
問
へ
の
参
加
と
い
う
形
で
戦
争
に
協
力
し
て
い
る
が
、
こ
こ

か
ら
は
、
夫
が
「
國
家
に
命
を
さ
さ
げ
」
る
こ
と
で
「
家
庭
の
幸
福
」
が

損
な
わ
れ
る
こ
と
に
納
得
し
き
れ
て
い
な
い
様
子
が
読
み
取
れ
る
。

　

太
宰
が
『
妻
』
全
体
を
読
ん
だ
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
出
兵
の
見
送

り
に
「
待
つ
」
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
繰
り
返
し
唄
う
こ
の
作
品
を
知
っ

た
太
宰
は
、
タ
イ
ト
ル
「
待
つ
」
が
兵
士
と
な
る
旦
那
と
い
っ
た
特
定
の

一
人
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
と
し
て
読
ま
れ
る
可
能
性
を
懸
念
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
真
杉
静
枝
の
『
妻
』
の

同
時
代
評
な
ど
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、『
妻
』
に
そ
れ
ほ
ど
の
影

響
力
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
太
宰
に
よ
る
「
待
つ
」
の
改
題
の
要
求

は
過
剰
な
反
応
で
あ
る
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

　

と
は
い
え
、
一
度
は
「
待
つ
」
か
ら
「
青
春
」
へ
の
改
題
が
望
ま
れ
た

以
上
、
太
宰
自
身
は
こ
の
作
品
に
「
青
春
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
が
合
致

す
る
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

で
は
、「
青
春
」
の
題
で
創
作
集
『
女
性
』
の
最
後
に
収
録
さ
れ
た
可

能
性
を
念
頭
に
置
い
て
「
待
つ
」
を
見
つ
め
直
し
た
と
き
、「
私
」
の
語

り
は
ど
の
よ
う
な
様
相
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
。

三
、「
待
つ
」
か
ら
「
青
春
」
へ

　

創
作
集
『
女
性
』
の
最
後
に
収
録
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
際
に
題
を

「
青
春
」
と
改
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
の
二
点
を
踏
ま
え
た
と
き
、

想
起
さ
れ
る
の
は
創
作
集
『
女
性
』
に
同
じ
く
収
録
さ
れ
た
「
葉
桜
と
魔
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笛
」（「
若
草
」
一
九
三
九
・
六
）
と
「
皮
膚
と
心
」（「
文
学
界
」
一
九
三

九
・
一
一
）
で
語
ら
れ
る
「
青
春
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

次
の
引
用
は
「
葉
桜
と
魔
笛
」
に
お
け
る
妹
の
言
葉
で
あ
る
。

青
春
と
い
う
も
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
大
事
な
も
の
な
の
よ
。
あ
た
し
、

病
気
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
れ
が
、
は
っ
き
り
わ
か
っ
て
来
た
の
。
ひ

と
り
で
、
自
分
あ
て
の
手
紙
な
ん
か
書
い
て
る
な
ん
て
、
汚
い
。
あ

さ
ま
し
い
。
ば
か
だ
。
あ
た
し
は
、
ほ
ん
と
う
に
男
の
か
た
と
、
大

胆
に
遊
べ
ば
、
よ
か
っ
た
。
あ
た
し
の
か
ら
だ
を
、
し
っ
か
り
抱
い

て
も
ら
い
た
か
っ
た
。

　

病
気
を
契
機
と
し
て
、「
あ
さ
ま
し
い
」
と
言
い
な
が
ら
も
、
結
婚
や

出
産
に
結
び
つ
く
こ
と
の
な
い
異
性
と
の
交
流
を
望
み
、「
青
春
」
の
大

切
さ
を
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

　
「
皮
膚
と
心
」
は
容
姿
に
自
信
が
持
て
ず
、
唯
一
の
誇
り
で
あ
っ
た
皮

膚
に
吹
出
物
が
で
き
た
こ
と
で
、
自
我
を
見
失
う
新
婚
女
性
を
語
り
手
に

据
え
て
い
る
。
そ
の
語
り
手
が
一
度
は
結
婚
を
諦
め
、
自
活
を
志
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
想
定
外
の
「
一
つ
と
し
て
、
よ
い
と
こ
ろ
の
な
い
縁
談
」
を

受
け
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
結
婚
を
契
機
に
「
青

春
」
へ
の
思
い
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

も
っ
と
強
い
も
の
を
求
め
る
い
ま
わ
し
い
不
貞
が
頭
を
も
た
げ
る
こ

と
さ
え
あ
っ
て
、
私
は
悪
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
結
婚
し
て
、
は
じ
め

て
青
春
の
美
し
さ
を
、
そ
れ
を
灰
色
に
過
し
て
し
ま
っ
た
く
や
し
さ

が
、
舌
を
噛
み
た
い
ほ
ど
、
痛
烈
に
感
じ
ら
れ
、
い
ま
の
う
ち
何
か

で
も
っ
て
埋
め
合
せ
し
た
く
、
あ
の
人
と
ふ
た
り
で
、
ひ
っ
そ
り
夕

食
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
侘
び
し
さ
堪
え
が
た
く
な
っ
て
、
と
茶
碗

持
っ
た
ま
ま
、
泣
き
べ
そ
か
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。

何
も
か
も
私
の
慾
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
こ
ん
な
お
た
ふ
く
の
癖
に

青
春
な
ん
て
、
と
ん
で
も
な
い
。

　

こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
青
春
」
は
す
で
に
「
灰
色
」
の
ま
ま
失
わ
れ
、
そ

の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
「
い
ま
わ
し
い
不
貞
」
の
欲
求
ま
で
も
が
生
ま
れ

て
い
る
。「
私
」
は
、
こ
れ
ま
で
得
ら
れ
な
か
っ
た
強
い
男
性
と
の
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
な
関
係
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
異
性
と
の
交

流
に
「
青
春
の
美
し
さ
」
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
、

創
作
集
『
女
性
』
に
登
場
す
る
人
物
に
と
っ
て
、「
青
春
」
は
異
性
と
の

関
係
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
「
青
春
」
は
得
難
い
も
の
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
の
だ注注注
。

　

そ
し
て
、「
青
春
」
の
重
要
性
を
彼
女
た
ち
は
追
い
詰
め
ら
れ
た
状
況

に
お
い
て
自
覚
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
葉
桜
と
魔
笛
」
で
は
命
を
蝕
む
病
、

「
皮
膚
と
心
」
で
は
戸
惑
い
を
も
た
ら
す
よ
う
な
結
婚
と
い
っ
た
契
機
が

あ
る
。「
待
つ
」
の
語
り
手
で
あ
る
二
十
歳
の
娘
も
ま
た
、
戦
争
に
よ
っ

て
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る注注注
。
根
岸
泰
子
は
、「『
大
戦
争
』
が

安
定
し
た
場
所
を
奪
っ
た
と
い
う
こ
と
を
契
機
と
し
て
、
明
確
な
答
え
の

出
な
い
、『
な
ん
だ
か
、
わ
か
ら
な
い
』〈
空
白
〉
を
求
め
る
『
私
』
の
物

語
は
始
ま
る
の
で
あ
る注注注
」
と
述
べ
て
い
る
。
開
戦
後
、「
私
」
は
ま
だ
「
も

や
も
や
と
し
て
ゐ
る
」
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
青
春
の
大
切
さ
に
近
づ
き
、
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行
動
を
開
始
し
た
の
で
は
な
い
か注注注
。

　
「
私
」
の
行
動
は
「
私
」
は
「
ぼ
ん
や
り
驛
の
冷
た
い
ベ
ン
チ
に
腰
か

け
て
ゐ
る
」
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。「
ぼ
ん
や
り
改
札
を
見
て
」、「
ぼ

ん
や
り
坐
っ
て
ゐ
る
」
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、「
ぼ
ん
や
り
し
た
顔
を
し

て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
胸
の
中
で
は
、
不
埒
な
計
画
が
ち
ろ
ち
ろ
燃
え
て
ゐ

る
や
う
な
氣
も
す
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
待
つ
」
の
語
り
は
、
可
能
性
の
あ
る
対
象
を
次
々
と
打
ち
消
し
て
い

く
ゆ
え
に
待
つ
対
象
が
何
で
あ
る
か
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
特
徴
を

持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、「
私
は
大
変
み
だ
ら
な
女
な
の
か
も
知
れ
な
い
」

こ
と
、「
自
身
の
軽
は
ず
み
な
空
想
を
実
現
し
よ
う
と
、
何
か
し
ら
、
よ

い
機
会
を
ね
ら
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
こ
と
、「
不
埒
な
計
画
が

ち
ろ
ち
ろ
燃
え
て
い
る
よ
う
な
気
も
す
る
」
こ
と
は
、
否
定
さ
れ
な
い
。

「
私
」
の
「
軽
は
ず
み
な
空
想
」、「
不
埒
な
計
画
」
と
は
一
体
何
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
も
ま
た
、「
葉
桜
と
魔
笛
」、「
皮
膚
と
心
」
の
「
青
春
」
を
惜
し

む
語
り
に
よ
っ
て
、「
待
つ
」
に
描
か
れ
た
「
不
埒
な
計
画
」
も
、
自
然

と
異
性
と
の
大
胆
な
交
遊
を
指
す
よ
う
な
「
青
春
」
を
望
む
も
の
と
し
て

浮
上
し
て
く
る
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
特
定
の
「
旦
那
様
」
も
「
恋
人
」
も
「
私
」
の
待
っ
て

い
る
対
象
と
は
「
ち
が
ふ
」
と
語
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

　
『
女
性
』
を
読
む
読
者
は
こ
の
二
作
を
読
ん
だ
上
で
、「
待
つ
」
を
読
む

こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
読
者
は
、
自
然
と
「
私
」
の
語
り
に
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
な
意
味
合
い
を
見
出
す
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
私
」
が
個
人
的

な
女
と
し
て
の
「
よ
い
機
会
」
を
ね
ら
っ
て
い
る
の
だ
と
読
む
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

根
岸
泰
子注注注
は
、「
女
生
徒
で
の
『
私
が
い
ま
、
こ
の
う
ち
の
誰
か
ひ
と

り
に
、
に
っ
こ
り
笑
っ
て
見
せ
る
と
、
た
っ
た
そ
れ
だ
け
で
私
は
ず
る
ず

る
と
引
き
ず
ら
れ
て
、
そ
の
人
と
結
婚
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
破
目
に
お
ち

る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
女
は
、
自
分
の
運
命
を
決
す
る
の
に
微
笑
一
つ

で
た
く
さ
ん
な
の
だ
。』
と
い
う
」「
受
身
的
な
意
識
」
に
対
し
、「
待
つ
」

の
娘
は
「
積
極
的
に
機
会
を
ね
ら
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。「
語
り
手

が
家
父
長
制
下
で
許
容
さ
れ
る
生
殖
（
リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
）
と
し
て
の

性
で
は
な
い
、
エ
ロ
ス
と
し
て
の
性
を
発
見
し
選
択
し
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
」
考
え
、
ま
た
、「
亡
霊
。
お
お
、
い
や
だ
」

と
い
う
語
り
か
ら
は
、「
結
婚
相
手
の
戦
死
の
可
能
性
を
表
象
」
し
て
い

る
と
い
う
。
結
婚
相
手
に
言
及
す
る
の
は
論
理
的
な
飛
躍
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
が
、
二
十
歳
の
娘
が
「
エ
ロ
ス
と
し
て
の
性
」
を
望
む
と
い
う
読

み
は
可
能
だ
ろ
う
。
根
岸
は
、「『
産
児
報
告
』
の
時
代
」「『
み
だ
ら
』
さ

と
『
不
埒
』
さ
を
積
極
的
に
引
き
受
け
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
」「
言

挙
げ
自
体
、『
国
家
的
重
大
性
を
認
識
せ
ざ
る
個
人
主
義
自
由
主
義
的
思

想
』
と
み
な
さ
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

そ
れ
は
い
ず
れ
兵
士
と
な
る
元
気
な
子
ど
も
を
産
み
育
て
な
け
れ
ば
と

い
っ
た
意
識
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
産
め
よ
殖
や
せ
よ
の
時
代
に
求

め
ら
れ
た
も
の
か
ら
の
逸
脱
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
だ
。「
私
」
も
当
然

な
が
ら
個
人
の
感
情
、
欲
望
を
優
先
す
る
こ
と
を
良
し
と
は
し
な
い
戦
争

と
い
う
時
代
の
抑
圧
を
受
け
て
い
る
は
ず
だ
が
、「
待
つ
」
に
お
い
て
は
、

む
し
ろ
太
平
洋
戦
争
が
「
私
」
の
落
ち
着
き
を
奪
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
「
不

埒
な
計
画
」
を
目
論
む
契
機
に
な
り
得
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
子
ど

も
を
産
み
育
て
る
と
い
う
契
機
と
は
ま
た
異
な
る
よ
う
に
も
見
え
る
も
の



52

で
あ
る
。

　

も
し
も
実
際
に
「
青
春
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
た
な
ら

ば
、
二
十
歳
の
娘
が
、
恋
愛
的
な
性
的
冒
険
を
試
み
て
い
る
と
い
う
解
釈

は
よ
り
強
化
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
根
岸
の
解
釈
は
一
層
説
得
力
を
も
っ

た
だ
ろ
う
。

　

す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
太
宰
は
、
石
光
葆
宛
の
葉
書
で
、
真
杉
静

枝
の
長
編
小
説
『
妻
』
に
掲
載
さ
れ
、
本
文
中
に
も
引
用
さ
れ
た
吉
川
た

き
子
の
短
歌
「
待
つ
と
い
ふ
ひ
と
言
さ
へ
も
は
ば
か
ら
る
大
い
な
る
わ
か

れ
な
り
征
き
ま
せ
吾
が
背
」
か
ら
、「
つ
ま
ら
ぬ
誤
解
を
受
け
た
く
あ
り

ま
せ
ん
の
で
」
と
葉
書
を
出
し
、「
待
つ
」
の
作
品
名
を
「
青
春
」
へ
改

め
る
よ
う
要
求
し
て
い
た
。
タ
イ
ト
ル
の
変
更
を
根
岸
は
「
時
代
批
判
と

と
ら
れ
か
ね
な
い
テ
ク
ス
ト
に
当
局
の
眼
を
引
き
つ
け
て
し
ま
う
危
険
性

に
気
づ
い
た
」
太
宰
の
「
狼
狽
を
示
し
て
い
る
と
」
考
え
て
い
た
。
当
時

の
伊
藤
整
『
青
春
』
の
ブ
ー
ム
な
ど注注注
を
踏
ま
え
れ
ば
、
単
に
話
題
の
タ
イ

ト
ル
の
一
つ
と
見
ら
れ
、
時
局
と
の
関
係
を
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
も
無
い

言
葉
と
し
て
「
青
春
」
と
い
う
語
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
タ
イ
ト
ル
を
「
青
春
」
へ
変
更
す
る
こ
と
が
「
国
家
的
重
大

性
を
認
識
せ
ざ
る
個
人
主
義
自
由
主
義
的
思
想
」
か
ら
離
れ
、
当
局
の
眼

を
逸
ら
す
こ
と
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
は
残
る
。『
女
性
』
に

お
け
る
「
青
春
」
が
、
や
が
て
は
健
康
な
子
ど
も
生
み
育
て
る
こ
と
を
前

提
に
し
た
結
婚
と
は
異
な
る
異
性
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
個
人
的
な
欲

望
を
指
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
む
し
ろ
「
青
春
」
は
「
個
人
主

義
自
由
主
義
的
思
想
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。

　

も
し
も
「
青
春
」
と
い
う
題
を
つ
け
ら
れ
て
い
れ
ば
、「
青
春
」
と
い

う
響
き
が
不
自
然
で
な
い
物
語
が
読
み
取
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

『
女
性
』
に
お
け
る
語
り
手
た
ち
は
、「
青
春
」
の
大
切
さ
を
説
き
、
そ
れ

を
惜
し
ん
で
い
た
。
そ
の
と
き
、「
青
春
」
は
夢
や
希
望
に
満
ち
活
力
の

み
な
ぎ
る
若
い
時
代
、
殊
に
異
性
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
る
。「
待
つ
」
の
「
私
」
が
待
っ
て
い
る
対
象
も
ま
た
「
青
春
」

を
も
た
ら
す
「
あ
な
た
」、
あ
る
い
は
「
青
春
」
そ
の
も
の
と
導
か
れ
る

だ
ろ
う注注注
。

　

こ
の
こ
と
は
、
若
い
女
性
に
対
す
る
処
女
賛
美
や
良
妻
賢
母
の
規
範
へ

の
批
判
と
し
て
肯
定
的
に
見
ら
れ
る
一
方
で
、
彼
女
た
ち
が
望
む
べ
き
も

の
が
セ
ク
シ
ャ
ル
な
も
の
の
み
に
限
定
さ
れ
、
単
な
る
性
欲
の
存
在
と
さ

れ
か
ね
な
い
危
う
さ
を
抱
え
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

結
果
的
に
「
待
つ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
採
用
し
た
こ
と
で
そ
の
危
険

か
ら
逃
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、「
青
春
」
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
に
改
め
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
の
作
品
が
論
じ
ら
れ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
タ
イ
ト
ル
が
な
ぜ
「
待
つ
」
の
ま
ま
発

表
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
は
定
か
で
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
に
「
待
つ
」

が
「
待
つ
」
の
ま
ま
に
発
表
さ
れ
た
意
義
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

四
、「
待
つ
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
「
待
つ
」
に
お
け
る
「
私
」
の
語
り
は
、
表
現
の
自
由
が
制
限
さ
れ
た

戦
時
下
に
お
い
て
、「
私
」
自
身
す
ら
「
わ
か
ら
な
い
」、「
待
つ
対
象
」
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と
い
う
空
白
に
よ
っ
て
、
様
々
な
解
釈
を
生
み
出
し
た
。

　

こ
こ
で
も
、
そ
の
一
つ
と
し
て
「
青
春
」
と
い
う
対
象
の
可
能
性
を
提

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
待
つ
」
と
題
さ
れ
た
作
品
と
し
て
見
つ
め

た
と
き
、
そ
れ
は
性
的
な
欲
望
の
み
に
回
収
さ
れ
な
い
大
き
な
広
が
り
が

あ
る
は
ず
だ
。
最
後
に
「
私
」
が
何
か
を
待
っ
て
い
る
そ
の
姿
を
捉
え
直

し
て
み
た
い
。

　
「
私
」
は
開
戦
後
の
緊
張
し
た
状
況
下
で
あ
っ
て
も
、
自
身
の
み
だ
ら

さ
を
告
白
し
、
何
ら
か
の
訪
れ
に
対
す
る
期
待
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で

期
待
さ
れ
る
の
は
、「
私
」
に
苦
し
み
を
与
え
る
「
警
戒
」、「
お
世
辞
」、

「
嘘
」、「
け
ち
な
用
心
深
さ
」、「
こ
は
ば
つ
た
挨
拶
」
や
、
ま
た
、
そ
れ

に
疲
れ
て
い
く
「
一
生
」
と
は
異
な
る
も
の
に
違
い
な
い
。

　
「
私
」
以
外
の
駅
の
人
物
は
、「
一
様
に
怒
つ
て
ゐ
る
や
う
な
顔
」
で
あ

り
、「
私
」
の
「
眼
の
前
を
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
」「
通
つ
て
行
く
」
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
「
待
つ
」
こ
と
も
立
ち
止
ま
る
こ
と
も
し
な
い
の
だ
ろ
う
。「
私
」

は
そ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
こ
に
同
化
す
る
こ
と
は
な
く
、

「
ぼ
ん
や
り
と
」
し
た
過
ご
し
方
を
継
続
し
て
い
る
。「
い
ち
ば
ん
、
樂
な

氣
持
ち
」
で
い
た
状
況
と
は
異
な
る
状
況
で
、「
私
」
は
「
待
つ
」
の
で

あ
る
。

　
「
私
」
は
、「
誰
か
、
ひ
と
り
、
笑
っ
て
私
に
聲
を
掛
け
」
て
き
た
と
し

て
も
、
そ
れ
を
「
こ
は
い
」
と
考
え
て
し
ま
う
。
こ
の
笑
い
か
け
て
く
る

人
物
は
、
他
の
「
一
様
に
怒
つ
て
ゐ
る
や
う
な
顔
」
で
「
そ
そ
く
さ
と
脇

目
も
振
ら
ず
歩
い
て
」
い
た
人
物
と
は
異
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
私
」
は
「
ぞ
つ
と
し
て
、
息
が
つ
ま
る
」
思
い
を
し
て
し
ま
う
。
こ
の
「
誰

か
」
は
「
私
」
自
身
の
「
考
へ
た
だ
け
」
の
「
空
想
」
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、「
私
」
の
こ
う
い
っ
た
恐
れ
は
「
私
」
が
待
っ
て
い
る
も
の
が

未
知
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
誰
か
、
ひ
と
り
、
笑
っ
て
私
に
聲
を

掛
け
る
。」
と
い
う
表
現
は
後
半
再
び
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
そ
の
際
に
は

「
私
の
待
つ
て
ゐ
る
の
は
、
あ
な
た
じ
ゃ
な
い
。」
と
続
く
。
そ
の
結
果
、

「
私
」
は
「
む
な
し
く
家
へ
歸
つ
て
來
る
」。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
待

つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
行
為
を
「
私
」
は
止
め
ず
、
繰
り
返
し
「
家
」
を
出

て
行
く
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
つ
て
「
私
」
の
落
ち
着
き
を
保
証

し
て
く
れ
て
い
た
は
ず
の
「
家
」
は
大
戦
争
の
開
始
に
よ
り
、
も
は
や
安

心
で
き
る
場
所
で
は
な
い
こ
と
と
、
な
に
か
「
素
晴
ら
し
い
も
の
」
を

「
私
」
が
「
外
」
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
い
や
で
い
や
で

た
ま
ら
な
」
い
「
世
の
中
」
で
あ
っ
て
も
、「
私
」
の
「
外
」
の
世
界
へ

の
期
待
が
捨
て
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
買
い
物
籠
を
か
か
え
て
、
こ
ま
か
く
震
え
な
が
ら
一
心
に
一
心

に
待
っ
て
い
る
の
だ
。
私
を
忘
れ
な
い
で
下
さ
い
ま
せ
。
毎
日
、
毎

日
、
駅
へ
お
迎
え
に
行
っ
て
は
、
む
な
し
く
家
へ
帰
っ
て
来
る
二
十

の
娘
を
笑
わ
ず
に
、
ど
う
か
覚
え
て
置
い
て
下
さ
い
ま
せ
。
そ
の
小

さ
い
駅
の
名
は
、
わ
ざ
と
お
教
え
申
し
ま
せ
ん
。
お
教
え
せ
ず
と
も
、

あ
な
た
は
、
い
つ
か
私
を
見
掛
け
る
。

　
「
い
つ
か
私
を
見
掛
け
る
」
と
語
り
か
け
ら
れ
た
読
者
は
「
私
を
見
掛

け
る
」
こ
と
を
課
せ
ら
れ
る
。
鈴
木
論注注注
に
お
い
て
、「
一
心
に
待
っ
て
い

た
は
ず
の
「
私
」
は
、
突
然
、
見
掛
け
る
側
か
ら
見
ら
れ
る
側
へ
移
っ
て

い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
逆
転
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
他
に
も
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待
つ
と
い
う
行
為
を
行
う
「
あ
な
た
」
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。「
私
」

の
待
つ
も
の
の
正
体
を
考
え
、
そ
の
曖
昧
さ
ゆ
え
に
、
対
象
が
な
ん
で
あ

る
か
待
っ
て
い
た
読
者
も
、
待
つ
対
象
の
答
え
を
導
き
出
し
て
い
た
読
者

も
、
こ
の
「
あ
な
た
」
と
な
っ
て
、
い
つ
か
「
私
」
を
見
掛
け
る
時
を
待

つ
こ
と
に
な
る
。
互
い
の
存
在
、
ま
た
出
会
う
瞬
間
も
待
つ
対
象
と
な
る

の
で
あ
る
。

　
「
私
」
の
い
る
駅
の
名
を
教
え
ら
れ
な
く
て
も
い
つ
か
「
私
」
を
い
つ

か
見
掛
け
る
と
言
わ
れ
た
読
者
は
、
そ
の
瞬
間
か
ら
待
つ
ほ
か
な
い
。
す

で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、「
待
つ
」
を
『
女
性
』
に
収
録
す
る
際
、
最
後

の
作
品
と
し
て
入
れ
る
こ
と
を
決
め
た
の
は
作
者
で
あ
る
太
宰
自
身
で

あ
っ
た
。
太
宰
が
最
後
に
ふ
さ
わ
し
い
と
し
た
こ
の
作
品
は
、
読
者
を
待

つ
と
い
う
行
為
者
に
仕
立
て
、「
私
」
と
互
い
に
邂
逅
を
待
つ
と
い
う
開

か
れ
た
形
で
結
末
を
示
し
て
い
る
。

　

読
者
は
「
私
」
を
見
掛
け
る
時
を
待
ち
、
二
十
の
娘
を
覚
え
て
い
な
け

れ
ば
い
け
な
い
の
で
あ
る
。そ
れ
は
、「
こ
わ
ば
っ
た
挨
拶
を
し
て
、用
心
」

に
「
疲
れ
」
ゆ
く
世
界
と
密
か
に
向
き
合
う
若
い
女
性
の
姿
を
記
憶
に
と

ど
め
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
ら
ず
知
ら
ず
に
「
私
」
の
行
為
を

「
あ
な
た
」
が
認
め
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

も
し
も
「
待
つ
」
が
「
京
都
帝
国
大
学
新
聞
」
で
発
表
さ
れ
て
い
た
な

ら
、
主
な
読
者
は
京
都
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
多

く
は
若
く
知
的
な
男
性
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
だ
が
、「
待
つ
」
は
、
創
作

集
『
女
性
』
に
お
い
て
発
表
さ
れ
た
。『
女
性
』
と
い
う
題
に
女
性
読
者

は
関
心
を
寄
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
私
」
に
「
あ
な
た
」
と
呼
ば
れ
る
読

者
は
「
京
都
帝
国
大
学
新
聞
」
を
手
に
取
る
男
性
読
者
ば
か
り
で
な
く
、

女
性
読
者
ま
で
拡
大
さ
れ
、
現
代
の
私
た
ち
も
ま
た
、「
あ
な
た
」
と
な

る注注注。

　

二
十
歳
の
娘
を
見
掛
け
た
と
き
、「
あ
な
た
」
で
あ
る
読
者
は
「
私
」

に
会
っ
て
笑
い
か
け
る
の
か
、
た
だ
た
だ
見
掛
け
る
の
み
な
の
か
、
と
も

に
何
か
を
待
つ
の
か
、
そ
れ
と
も
「
私
」
が
待
っ
て
い
た
存
在
と
し
て
現

れ
る
の
か
。「
あ
な
た
」
の
選
択
は
決
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
に
も
ま

た
、
一
つ
の
空
白
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
待
つ
」
と
い
う
作
品
は
待
っ
て
い
る
対
象
を
決
定
で
き
な
い
語
り
に

よ
っ
て
空
白
を
生
み
出
し
な
が
ら
、
当
時
の
国
民
に
望
ま
れ
た
姿
と
は
異

な
る
語
り
手
の
姿
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
解
釈
に
見
ら
れ
た

戦
争
と
は
全
く
無
関
係
な
語
り
な
ど
で
は
な
い
。
戦
時
下
の
影
響
を
受
け

な
が
ら
も
、
社
会
に
求
め
ら
れ
て
い
な
い
欲
望
を
自
覚
し
な
が
ら
、
そ
れ

が
明
確
で
は
な
い
に
し
ろ
、
逆
説
的
に
静
か
な
行
動
を
起
こ
す
「
私
」
の

姿
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
姿
は
『
女
性
』
の
他
の
語
り
手
た
ち
に
も
共
通

す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
語
り
手
た
ち

が
『
女
性
』
と
い
う
創
作
集
に
ま
と
め
ら
れ
、
世
に
出
さ
れ
た
こ
と
は
、

ど
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
創
作
集
『
女
性
』
の
語
り
を
探

る
こ
と
は
「
待
つ
」
と
い
う
作
品
の
解
釈
を
助
け
る
と
同
時
に
太
宰
治
と

い
う
作
家
の
あ
り
方
に
迫
る
こ
と
で
も
あ
る
は
ず
だ
。
創
作
集
『
女
性
』

収
録
の
他
作
品
に
つ
い
て
稿
を
改
め
て
論
じ
て
い
き
た
い
。

注１ 

齋
藤
樹
里
「
太
宰
治
『
待
つ
』
論 

待
つ
て
ゐ
る
『
私
』
の
〈
姿
勢
〉」
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（「
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
」
第
四
六
号
、
二
〇
一

九
・
三
）
は
「
作
品
『
待
つ
』
は
〈
小
説
〉
や
〈
随
筆
〉
と
は
明

ら
か
に
区
別
さ
れ
た
〈
コ
ン
ト
〉
と
し
て
書
か
れ
た
」
と
し
て
、

『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
第
四
巻
（
講
談
社
、
一
九
七
七
・
一
一
）

の
「
い
わ
ゆ
る
短
編
よ
り
も
さ
ら
に
短
い
体
裁
で
人
生
の
断
片
を

エ
ス
プ
リ
（
う
が
ち
）
を
き
か
せ
て
軽
妙
に
描
き
、
ウ
ィ
ッ
ト
、

ユ
ー
モ
ア
、
ペ
ー
ソ
ス
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
と
お
し
て
の
人
生
批
評
を
含
む
」
も
の
で
あ
る
と
い
う

説
明
を
引
い
た
上
で
「
文
章
の
短
さ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
批
評
性

が
〈
コ
ン
ト
〉
を
〈
コ
ン
ト
〉
た
ら
し
め
る
特
徴
な
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

２ 

井
原
あ
や
「
太
宰
治
『
待
つ
』
論
│
『
京
都
帝
国
大
学
新
聞
』
と

の
関
連
を
踏
ま
え
つ
つ
」「
大
妻
国
文
」
第
三
四
号
、
二
〇
〇
三
・

三

３ 

齋
藤
樹
里
「
太
宰
治
『
待
つ
』
論 

待
つ
て
ゐ
る
『
私
』
の
〈
姿
勢
〉」

「
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
」
第
四
六
号
、
二
〇
一

九
・
三

４ 

佐
古
純
一
郎
『
太
宰
治
論
』
審
美
社
、
一
九
六
〇
・
一
二

５ 

奥
野
健
男
「
解
説
」『
定
本
太
宰
治
全
集　

第
五
巻
』
筑
摩
書
房
、

一
九
六
二

６ 

別
所
直
樹
『
太
宰
治
の
言
葉
』
新
文
学
書
房
、
一
九
六
八
・
一
〇

７ 

渡
部
芳
紀
「
編
年
史
・
太
宰
治
〈
昭
和
十
七
年
〉」「
国
文
学
」
第

一
五
巻
一
号
、
一
九
七
○
・
一

８ 

こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
「
待
つ
」
の
対
象
、
全
て
を
認
め
る

こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
死
と
い
う
論
に
つ
い
て
は
、「
私
」

が
「
そ
の
人
に
私
の
い
の
ち
を
差
し
上
げ
よ
う
」
と
言
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
一
見
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
が
、「
私
」
は

「
胸
を
躍
ら
せ
て
待
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。「
死
」
と
い
う
恐
ろ
し

い
も
の
を
「
胸
を
躍
ら
せ
て
」
待
つ
の
は
不
自
然
で
あ
る
。「
キ

リ
ス
ト
と
の
」「
邂
逅
」
に
つ
い
て
も
、
他
作
品
の
よ
う
に
「
神
」

と
い
う
言
葉
も
口
に
さ
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
「
み
だ
ら
さ
」
を

告
白
し
た
「
私
」
が
そ
の
よ
う
な
も
の
を
駅
で
求
め
る
の
だ
ろ
う

か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
太
宰
に
引
き
付
け
た
読
み
で
あ
る
こ

と
に
留
意
す
る
な
ら
、
終
戦
後
も
何
か
を
「
待
つ
」
と
い
う
モ

チ
ー
フ
は
継
続
さ
れ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
今
官
一
「
碧
落
の
碑
」

（『
太
宰
治
の
肖
像
』
楡
書
房
、
一
九
五
三
）
に
よ
れ
ば
、
太
宰
は
、

今
に
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」（
初
出
「
展
望
」
一
九
四
七
・
三
）
の
「
待

つ
。
…
…
あ
と
の
九
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
は
、
た
だ
待
つ
て
暮
ら
し

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
で
せ
う
か
。
…
…
云
々
」
と
い
う
箇
所
を

「
指
先
で
辿
り
な
が
ら
、
読
ま
せ
た
」
そ
う
だ
。
そ
の
た
め
、
終

戦
そ
の
も
の
を
待
っ
て
い
た
と
は
断
定
し
難
い
。
そ
も
そ
も
太
宰

と
二
十
歳
の
娘
を
直
後
重
ね
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
だ
ろ

う
。

９ 
西
井
三
佐
代
「
太
宰
治
考
」「
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
」
第
一

〇
号
、
一
九
八
七
・
一

10 
鈴
木
雄
史
「
太
宰
治
『
待
つ
』
の
表
現
作
用
」「
論
樹
」
第
二
号
、

一
九
八
八
・
九

11 

「
女
生
徒
」
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
も
の
は
大
上
晶
子
「
太
宰
治
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「
待
つ
」
論
│
〈
待
つ
〉
の
意
識
構
造
」（「
文
芸　

園
田
学
園
女

子
短
期
大
学
」
第
二
〇
号
、
一
九
八
九
・
三
）、
山
口
九
一
「
太

宰
治
待
つ
の
意
識
構
造
に
潜
む
愛
の
不
毛
性
」（「
神
戸
山
手
女
子

短
期
大
学
紀
要
」
第
三
三
巻
、一
九
九
〇
・
一
二
）、西
田
元
久
「
太

宰
治
『
待
つ
』
の
私
見
│
『
女
生
徒
』
と
の
関
連
を
踏
ま
え
て
」

（「
文
学
と
教
育
（
文
学
と
教
育
の
会
）」
第
三
四
号
、
一
九
九
七
・

一
二
）、
櫻
田
敏
子
「
閉
じ
ら
れ
、
開
か
れ
た
物
語
│
太
宰
治
『
待

つ
』
論
」（「
日
本
文
学
論
叢
」
第
三
一
号
、
二
〇
〇
二
・
三
）
な

ど
が
あ
る
。

12 

中
原
中
也
「
言
葉
な
き
歌
」
に
あ
る
「『
待
つ
』
姿
勢
」
と
の
共

通
性
に
つ
い
て
山
下
直
「
太
宰
治
『
待
つ
』
の
教
材
と
し
て
の
可

能
性
│
内
容
と
表
現
の
接
点
へ
の
意
識
を
喚
起
す
る
た
め
の
導
入

教
材
」（「
日
本
語
と
日
本
文
学
」
第
二
九
号
、
一
九
九
九
・
八
）

が
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
下
は
三
省
堂
の
『
高
等
学
校
国
語

Ⅱ
』
が
「
待
つ
」
を
採
択
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
教
材
と
し
て
の

可
能
性
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
北
川
透
「《『
無
』
の
軌
道
》

を
内
包
す
る
文
学 

中
原
中
也
と
太
宰
治
の
出
会
い
」（
佐
藤
泰
正

編
『
中
原
中
也
を
読
む
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
六
・
七
）
は
、「
待

つ
」
に
対
し
て
、「
何
か
と
て
も
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
。
そ
こ

に
は
幾
つ
も
の
不
思
議
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
驚
い
た
こ
と
の

一
つ
は
、
こ
の
極
端
に
短
い
小
説
の
な
か
に
中
原
中
也
の
濃
い
影

が
さ
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。『
山
羊
の
歌
』

の
「
い
の
ち
の
声
」
か
ら
「
語
法
」
を
、「
文
学
界
」
に
発
表
さ

れ
た
「
言
葉
な
き
歌
」
か
ら
「
着
想
や
主
題
的
な
そ
れ
を
」「
受

け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「《
大
戦
争
》

と
い
う
こ
と
ば
が
三
回
出
て
く
る
が
、
そ
の
こ
と
が
文
体
に
緊
張

を
与
え
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

13 

井
原
あ
や
、
前
掲
・
注
２

14 

『
詩
人
た
ち　

ユ
リ
イ
カ
抄
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇

五

15 

『
大
宰
治
全
集　

一
二
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
・
四

16 

こ
の
と
き
、
す
で
に
『
女
性
』
は
校
正
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
二

月
九
日
、
太
宰
か
ら
石
光
宛
の
葉
書
に
は
、「
校
正
が
」「
出
来
ま

し
た
ら
、こ
ち
ら
へ
、お
送
り
に
な
つ
て
も
、よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

と
あ
り
、
二
月
十
七
日
付
け
の
葉
書
に
は
、「
た
だ
い
ま
校
正
刷

り
と
原
稿
、
二
通
を
別
送
い
た
し
ま
し
た
。」
と
あ
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
。
ど
ち
ら
も
旅
先
で
あ
る
甲
府
市
外
湯
村
温
泉
の
明
治

屋
方
よ
り
送
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

17 

『
大
宰
治
全
集　

一
二
』
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
・
四

18 

「
待
つ
」
が
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
「
京
都
帝
国
大
学
新
聞
」

の
三
月
五
日
号
（
三
四
四
）
号
（『
復
刻
版　

京
都
大
学
新
聞　

第
二
巻
』
京
都
大
学
新
聞
社
、
一
九
六
九
・
七
）
に
は
、「
言
葉

と
概
念
」（
黒
田
覚
）、「
技
術
の
精
神
」（
│
経
済
的
技
術
に
つ
い

て
│
）（
島
芳
夫
）、「
日
本
人
の
体
質
」（
足
立
文
太
郎
）
な
ど
の

随
筆
や
、
詩
「
木
銃
の
う
た
」（
白
井
喜
之
介
）
が
確
認
で
き
る
が
、

「
待
つ
」
に
代
わ
る
よ
う
な
創
作
作
品
は
見
ら
れ
な
い
。

19 

井
原
あ
や
、
前
掲
・
注
２

20 

前
掲
・
注
17
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21 

初
出
未
詳

22 
田
中
良
彦
「
太
宰
治
『
待
つ
』
覚
書
き
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
」

第
三
一
号
、
二
〇
一
二
・
八
）
が
、『
戦
争
の
夫
を
想
ふ
歌
』（
日

本
短
歌
出
版
社
出
版
部
、
一
九
四
一
・
五
）
と
い
う
日
中
戦
争
に

従
軍
し
た
夫
を
持
つ
六
七
名
の
妻
た
ち
の
歌
、
約
一
二
〇
〇
を
収

め
た
歌
集
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
田
中
は
、「
銃
後
の

妻
を
同
時
代
の
読
者
と
し
て
想
定
し
」、
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
「
あ

な
た
」
は
「
出
征
し
た
夫
」
で
あ
る
と
し
て
、「
待
つ
」
が
「
戦
勝
、

国
家
の
存
亡
よ
り
も
大
き
な
願
い
」
を
「
自
覚
さ
せ
る
こ
と
に
繋

が
る
可
能
性
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
待
つ
」
に
お
い

て
「
私
」
が
「
旦
那
さ
ま
。
ち
が
う
。」
と
語
る
こ
と
に
つ
い
て

は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

23 

異
性
と
の
交
流
へ
の
憧
れ
を
に
じ
ま
せ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
得
ら

れ
て
い
な
い
の
は
、
同
じ
く
『
女
性
』
に
収
録
さ
れ
た
「
誰
も
知

ら
ぬ
」（「
若
草
」
一
九
四
〇
・
四
）、「
恥
」（「
婦
人
画
報
」
一
九

四
二
・
一
）
の
語
り
手
に
も
共
通
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

24 

「
私
」
は
、
以
前
は
「
家
に
い
て
、
母
と
二
人
き
り
で
黙
っ
て
縫

物
を
し
て
い
る
と
、
一
番
楽
な
気
持
で
」
い
ら
れ
た
の
だ
が
、「
い

よ
い
よ
大
戦
争
が
は
じ
ま
っ
て
、
周
囲
が
ひ
ど
く
緊
張
し
て
ま
い

り
ま
し
て
か
ら
は
、
私
だ
け
が
家
で
毎
日
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
の

が
大
変
わ
る
い
事
の
よ
う
な
気
が
し
て
来
て
、
何
だ
か
不
安
で
、

ち
っ
と
も
落
ち
つ
か
な
く
な
り
」、「
お
役
に
立
ち
た
い
気
持
」
に

な
っ
た
と
い
う
。「
私
」
は
開
戦
に
よ
る
変
化
を
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
は
家
で
母
と
「
縫
物
」
を
し
て
い
た
が
、

こ
の
当
時
は
、
戦
地
に
赴
く
兵
士
の
た
め
、
出
征
軍
人
な
ど
の
慰

問
の
た
め
に
手
紙
・
日
用
品
・
娯
楽
品
な
ど
を
入
れ
た
慰
問
袋
や
、

千
人
針
を
用
意
し
た
女
性
は
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
女
生
徒
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
原
型
で
あ
る
有
明
淑
は
日
記
に
「
六

月
二
日
」
の
「
夜
、
兵
隊
さ
ん
に
、
慰
問
袋
を
作
る
。
年
老
い
た

可
愛
〔
哀
〕
想
な
兵
隊
さ
ん
に
行
く
渡
る
と
よ
い
け
れ
ど
。」（
青

森
県
近
代
文
学
館
編
『
有
明
淑
の
日
記
』
青
森
県
文
学
館
協
会
、

二
〇
〇
〇
・
二
）
と
書
い
て
い
た
。
慰
問
袋
に
お
い
て
は
、
当
時

の
百
貨
店
に
お
い
て
「
慰
問
袋
売
り
場
」（『
株
式
会
社
三
越
85
年

の
記
録
』
三
越
、
一
九
九
〇
）
が
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
必
ず
し
も
女
性
た
ち
が
手
縫
い
の
慰
問
袋
を
用
意
し
て
い

た
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
れ
に
入
れ
る
靴
下
や
手
袋
な
ど
を
繕
う

こ
と
な
ど
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
「
一
番

楽
な
気
持
で
」
い
ら
れ
た
「
縫
物
」
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
、「
お

役
に
立
つ
」
こ
と
が
出
来
た
は
ず
な
の
だ
。
し
か
し
、「
私
」
は

「
縫
物
」
に
よ
っ
て
お
役
に
立
と
う
と
は
考
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
今
ま
で
の
生
活
に
、
自
信
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
」
と
語

り
、「
待
つ
」
行
為
を
始
め
、
後
に
は
「
お
役
に
立
ち
た
い
と
い

う
の
は
嘘
」
だ
と
も
語
っ
て
い
る
。

25 
根
岸
泰
子
「
女
性
独
白
体
テ
ク
ス
ト
の
表
現
機
制
」
安
藤
宏
編

『
展
望　

太
宰
治
』
東
京
出
版
、
二
〇
〇
九
・
六

26 

「
待
つ
」
に
お
け
る
二
十
歳
の
娘
は
自
分
の
み
だ
ら
さ
を
「
葉
桜

と
魔
笛
」
の
妹
ほ
ど
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
は
い
な
い
。
妹
は
手

紙
に
よ
っ
て
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た
青
春
を
捏
造
し
て
い
た
。
妹
が
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虚
構
で
も
っ
て
そ
れ
を
青
春
の
代
替
と
す
る
の
に
対
し
、
二
十
歳

の
娘
は
ふ
し
だ
ら
さ
を
、「
空
想
」
で
も
っ
て
青
春
を
自
ら
の
も

の
と
し
て
い
る
。
空
想
し
な
が
ら
待
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
意
味

で
は
青
春
の
実
践
と
し
て
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

27 

根
岸
泰
子
、
前
掲
・
注
25

28 

同
時
代
に
お
け
る
「
青
春
」
で
注
目
さ
れ
る
の
は
伊
藤
整
の
『
青

春
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
だ
っ
た
こ
と
だ
。
山
本
芳
明
『
カ
ネ
と
文

学　

日
本
近
代
文
学
の
経
済
史
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
三
）
の
「
第

六
章　

黄
金
時
代
、
ふ
た
た
び
」
に
よ
れ
ば
、
伊
藤
整
の
作
品
の

中
で
最
も
増
刷
さ
れ
た
の
は
一
九
三
八
年
五
月
に
河
出
書
房
か
ら

刊
行
さ
れ
た
『
青
春
』（
定
価
１

円
50
銭
「
書
き
お
ろ
し
長
篇
小

説
叢
書
」）
で
あ
り
、
昭
和
「
十
七
年
に
は
四
回
計
七
千
部
、
十

八
年
に
は
五
回
計
一
万
四
千
部
の
増
刷
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。
伊

藤
整
の
『
青
春
』
は
創
作
集
『
女
性
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
「
女

生
徒
」（「
文
学
界
」
一
九
三
九
・
四
）
の
典
拠
と
な
っ
た
「
有
明

淑
の
日
記
」
に
お
い
て
も
登
場
し
て
い
る
。『
有
明
淑
の
日
記
』

を
確
認
す
る
と
、
昭
和
十
三
年
の
「
六
月
二
十
二
日
」
の
「
夜
、

伊
藤
整
の
『
青
春
』
讀
む
。」
と
あ
る
。
抹
消
線
が
あ
る
が
、
再

び
「
六
月
二
十
四
日
」
に
は
次
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
。

 

　

伊
藤
整
の
「
青
春
」
を
読
み
終
る
む
。
作
者
は
一
生
懸
命
に
青

春
と
云
ふ
名
詞
で
／
呼
ば
れ
て
ゐ
る
時
期
を
分
析
し
、
若
い
も
の

達
を
示
〔
指
〕
導
す
る
つ
も
り
ら
し
か
つ
た
が
、
／
何
ん
の
事
は

無
い
、
い
つ
も
の
誰
れ
で
も
書
く
議
論
と
、
ゼ
ス
チ
ヤ
ア
で
い
つ

ぱ
い
に
／
な
﹇
つ
﹈
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
／
か
へ
つ
て
前
の
「
作

者
の
言
葉
」
と
云
ふ
所
の
方
／
の
が
面
白
い
正
〔
真
〕
面
目
だ

い
ゝ
。
／
「
人
の
青
春
が
生
に
提
出
す
る
問
題
は
、
生
涯
の
ど
の

時
期
よ
り
も
切
迫
し
て
／
を
り
、
醜
さ
と
美
し
さ
が
一
枚
の
着
物

の
裏
表
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
な
惑
い
に
／
み
ち
た
も
の
だ
。
モ
ン

テ
ー
ニ
ユ
が
人
は
年
老
ひ
て
怜
悧
に
徳
高
く
な
る
の
で
／
は
無

い
、
た
ゞ
情
感
の
自
然
の
衰
へ
に
従
つ
て
自
己
を
統
御
し
や
す
く

な
る
／
丈
で
あ
る
と
云
つ
て
い
る
の
は
た
ぶ
ん
あ
る
種
の
眞
実
を

含
む
言
葉
で
／
あ
る
。
／
青
春
に
は
負
擔
が
多
す
ぎ
る
の
だ
。
し

か
も
、
そ
の
統
御
し
や
す
く
な
つ
た
老
／
人
の
生
き
方
を
眞
似
る

や
う
に
と
の
言
葉
以
外
に
、
ど
の
や
う
な
教
訓
も
青
春
は
社
／
會

か
ら
擧
與
へ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
療
法
の
見
つ
か
る
あ
て
の

な
い
麻
疹
の
／
や
う
な
も
の
で
、
人
み
な
が
と
ほ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
迷
路
と
云
つ
て
も
よ
い
い
ゝ
だ
ろ
う
か
。（
青
森
県
近
代
文

学
館
編
『
有
明
淑
の
日
記
』
青
森
県
文
学
館
協
会
、
二
〇
〇
〇
・

二
）

 

　

有
明
の
日
記
は
、
太
宰
が
伊
藤
整
の
「
青
春
」
を
、
少
な
く
と

も
「
作
者
の
言
葉
」
の
引
用
は
確
実
に
目
に
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
教
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

29 

「
な
ん
だ
か
、
わ
か
ら
な
い
」
と
保
留
の
形
で
言
わ
れ
て
は
い
る

が
、「
な
ご
や
か
な
、
ぱ
つ
と
明
る
い
、
素
晴
ら
し
い
も
の
」
は

「
私
」
が
待
つ
青
春
と
そ
う
遠
い
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
春
の
や
う
な
も
の
」、「
青
葉
」、「
五
月
」、「
麥
畑
を
流
れ
る
淸

水
」
と
い
っ
た
季
節
や
自
然
と
は
「
ち
が
ふ
」
と
し
て
も
、
そ
れ

ら
を
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
は
、「
私
」
が
「
胸
を
躍
ら
」
す
青
春



59

に
近
づ
い
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

30 
鈴
木
雄
史
、
前
掲
・
注
10

31 
二
十
歳
の
娘
を
男
性
読
者
が
い
つ
か
見
掛
け
る
の
な
ら
、
そ
れ
は

あ
る
意
味
で
男
性
に
と
っ
て
好
都
合
な
異
性
愛
の
文
脈
を
持
つ
可

能
性
が
あ
る
が
、
女
性
読
者
が
「
私
」
を
見
る
こ
と
は
、
女
性
同

士
の
連
帯
を
生
む
こ
と
に
も
な
り
得
る
。「
私
」
の
み
だ
ら
さ
を

異
性
愛
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
は
ず
だ
。


