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性 

  

は
じ
め
に 

 

牛
島
春
子
の
小
説
『
笙
子
』
は
一
九
四
七
年
一
月
に
野
田
宇
太
郎
主
宰
の

文
藝
雑
誌
「
藝
林
閒
歩
」
に
発
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
牛
島

が
満
洲
か
ら
引
揚
げ
て
き
た
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
彼
女
の
戦

後
の
文
学
活
動
の
出
発
点
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る(

1)

。 

『
笙
子
』
は
、
牛
島
自
身
が
敗
戦
後
、
満
洲
で
三
人
の
子
供
を
つ
れ
て
の

放
浪
・
避
難
生
活
の
体
験
を
基
盤
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
主
要
登
場
人
物

は
、「
私
」
と
笙
子
と
い
う
二
人
の
女
性
で
あ
る
。
作
品
の
冒
頭
は
、
笙
子
の

死
か
ら
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
、
二
人
の
若
い
時
か
ら

の
親
密
さ
を
描
き
、
さ
ら
に
満
洲
時
代
か
ら
敗
戦
に
か
け
て
の
二
人
の
つ
な

が
り
と
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
人
生
の
道
を
踏
み
込
ん
だ
こ
と
を
描
い
て
い
る
。

ほ
か
の
引
揚
げ
体
験
を
語
る
手
記
や
記
録
の
よ
う
に
引
揚
げ
途
中
の
「
辛
さ
」

に
重
点
が
置
か
れ
る
作
品
と
は
異
な
り
、
本
作
品
は
明
ら
か
に
引
揚
げ
の
辛

酸
や
悲
惨
さ
の
あ
り
様
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
し
た
も
の
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者
は
、
作
品
の
時
代
背
景
を

「
敗
戦
直
後
か
ら
日
本
に
引
揚
げ
て
き
た
」
と
い
う
時
期
に
設
定
し
て
い
る

が
、
作
品
の
本
当
の
モ
チ
ー
フ
は
二
人
の
女
性
主
人
公
の
つ
な
が
り
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
さ
ら
に
、
作
中
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な

描
写
に
基
づ
き
、
二
人
の
繋
が
り
を
詳
し
く
み
る
と
、
作
者
は
表
面
的
な
つ

な
が
り
（
要
す
る
に
「
友
情
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
を
語
り
な
が
ら
、
裏
に

よ
り
深
層
的
な
問
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
感
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
は

「
引
揚
げ
」
と
い
う
背
景
を
借
り
て
、
二
人
の
「
友
情
」
に
お
け
る
内
面
的
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な
も
の
を
書
き
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
見
受
け
ら
れ
た
。
そ

う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
作
者
が
ほ
ん
と
う
に
表
現
し
た
か
っ
た
こ
と
と
は
何

だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
作
者
は
な
ぜ
、
敗
戦
直
前
か
ら
敗
戦
後
日
本
に

引
揚
げ
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
特
別
な
時
点
を
選
ん
で
、
こ
の
題
材
で
作
品

を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。 

一
方
、
作
品
の
結
末
部
で
は
再
び
、「
死
」
の
こ
と
を
取
り
上
げ
、
冒
頭
部

分
の
「
死
」
と
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら
れ
、
作
品
の
原
点
に
回
帰
さ
せ

た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
死
」
と
い
う
要
素
が
作
品
全
体

を
貫
く
も
う
一
つ
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
だ
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

作
品
全
体
に
お
い
て
、
二
人
の
関
係
と
笙
子
の
「
死
」
の
間
に
は
、
内
面
に

お
い
て
は
、
一
種
の
必
然
性
に
よ
る
関
連
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

こ
こ
で
牛
島
の
戦
後
の
文
学
活
動
を
全
体
的
に
み
る
と
、
戦
後
に
書
い
た

作
品
の
素
材
は
、
彼
女
自
身
の
過
去
の
体
験
を
回
想
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。

例
え
ば
、
満
洲
か
ら
の
引
揚
げ
体
験
を
は
じ
め
、
在
満
時
代
の
生
活
を
回
想

す
る
も
の
や
、
も
っ
と
早
い
時
期
の
労
働
運
動
の
体
験(

2)

を
元
に
し
た
も
の

が
あ
る
。
つ
ま
り
、
牛
島
の
戦
後
の
文
学
活
動
は
回
想
か
ら
始
ま
っ
て
、
敗

戦
直
後
の
引
揚
げ
体
験
に
限
ら
ず
、
も
っ
と
昔
の
体
験
も
含
め
て
、
一
つ
の

回
想
的
文
学
宇
宙
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
過
去
の
体
験
を
素
材
と
し
た
作
品
は
、
牛
島
の
戦
中
に
書
い
た
満
洲
の

社
会
、
異
民
族
、
戦
場
現
場
な
ど
を
描
い
た
作
品
と
比
べ
て
、
一
つ
の
大
き

な
転
換
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

は
た
だ
の
推
測
で
あ
る
が
、
そ
の
「
回
想
」
を
通
し
て
、
作
者
は
過
去
に
お

け
る
体
験
を
記
録
し
た
か
っ
た
だ
け
の
だ
ろ
う
か
。
筆
者
は
そ
う
で
は
な
い

と
思
う
。
作
者
は
戦
中
の
混
乱
に
よ
る
不
安
な
日
々
か
ら
戦
後
の
再
建
期
に

お
け
る
日
本
に
帰
り
、
改
め
て
以
前
の
生
活
を
思
い
出
し
、
文
学
作
品
で
表

現
す
る
こ
と
で
、
戦
中
の
体
験
の
再
認
識
を
訴
え
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
作
家
・
牛
島
は
自
分
の
体
験
を
通
じ
て
何
を
言
い
た

か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
何
か
普
遍
的
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
か
。

読
者
と
し
て
は
、
よ
り
冷
静
か
つ
客
観
的
に
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
見
据
え
る
た
め
に
、
ま
ず
は
、
戦
後
の
第
一
作
『
笙
子
』

に
つ
い
て
充
分
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
疑
問
を
考
察
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
牛
島
の
戦
後
文
学
に
お
け
る
基
本
的
な
姿
勢
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

本
稿
は
以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
き
、
二
人
の
繋
が
り
に
つ
い
て
考
察
す

る
。
さ
ら
に
、
結
論
に
基
づ
き
、
作
品
結
末
部
に
お
け
る
笙
子
の
「
死
」
が
、

二
人
の
「
つ
な
が
り
」
と
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検

討
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
次
の
三
点
に
注
目
し
て

考
察
を
進
め
る
。 

① 

作
品
を
貫
く
二
人
の
女
性
登
場
人
物
「
私
」
と
笙
子
二
人
の
「
あ
ざ
な

は
れ
た
一
本
の
縄
」
と
い
う
関
係
は
、
内
面
的
に
ど
の
よ
う
な
秘
め
ら

れ
た
意
味
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
。 

② 

笙
子
の
不
幸
に
よ
る
「
私
」
の
自
責
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
よ
い
の

か
。 

③ 

笙
子
の
死
に
よ
る
「
私
」
の
変
化
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

以
上
の
三
つ
の
疑
問
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
全
体
の
評
価
を

試
み
た
い
。 
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さ
て
、
こ
れ
ま
で
『
笙
子
』
に
関
す
る
研
究
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

作
品
内
容
の
紹
介
や
、
個
人
的
な
感
想
の
よ
う
な
論
評
風
の
も
の
が
い
く
つ

か
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
く
本
格
的
な
作
品
論
は
、
皆
無
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
の
中
心
は
、
作
品
か
ら
み
た
敗
戦
後
の
女

性
た
ち
の
持
つ
あ
る
種
の
「
解
放
感
」
、
主
人
公
の
生
き
抜
く
才
覚
、
た
く
ま

し
い
生
活
力
と
い
う
よ
う
な
時
局
と
の
関
連
を
匂
わ
せ
る
よ
う
な
方
向
で
あ

る(

3)

。 

 

一
、
作
品
梗
概 

 

作
品
は
お
も
に
「
私
」
と
笙
子
の
つ
な
が
り
を
め
ぐ
っ
て
展
開
し
て
い
る

が
、
笙
子
の
交
際
・
結
婚
及
び
結
婚
後
の
生
活
に
つ
い
て
は
、
三
人
の
男
性

と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
分
け
て
描
か
れ
て
い
る
。
次
は
、
作
品
の
あ
ら
す
じ
を

紹
介
し
、
笙
子
は
ど
う
い
う
劇
的
人
生
を
過
ご
し
た
の
か
を
確
認
し
て
お
こ

う
。 青

木
笙
子
は
敗
戦
後
、
満
洲
か
ら
日
本
に
帰
っ
て
き
た
後
、
ま
も
な
く
病

院
で
亡
く
な
っ
た
。「
私
」
と
笙
子
は
若
い
時
か
ら
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の

縄
の
や
う
」
に
親
し
ん
だ
関
係
で
あ
り
、「
私
」
に
は
笙
子
を
幸
福
に
し
て
や

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
責
任
を
感
じ
て
い
る
。
夫
の
中
学
時
代
の
後
輩
で
あ
る
光
島

さ
ん
を
笙
子
に
紹
介
し
た
。
光
島
と
笙
子
が
会
っ
て
か
ら
、
光
島
さ
ん
は
笙

子
と
結
婚
す
る
こ
と
を
承
諾
し
た
が
、
そ
の
後
な
か
な
か
音
信
が
な
く
、
結

局
婚
約
を
破
っ
た
。
さ
ら
に
、
ま
も
な
く
し
て
他
の
地
に
転
勤
し
た
。 

「
私
」
は
「
笙
子
の
幸
福
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
思
い
出
し
た
。
そ
し
て
、

笙
子
の
「
幸
福
」
は
彼
女
自
身
が
自
分
の
手
で
探
し
出
す
も
の
以
外
に
は
な

い
と
確
信
す
る
に
至
る
。
か
つ
て
、
笙
子
が
幼
馴
染
の
卓
次
と
い
う
人
と
の

交
際
を
や
め
た
こ
と
を
私
は
思
い
出
す
。
そ
の
時
、
笙
子
は
何
人
か
の
男
性

か
ら
想
わ
れ
た
が
、
結
婚
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
最
後
に
笙
子
は
「
私
」

の
友
人
を
通
じ
て
紹
介
さ
れ
た
川
瀬
氏
と
い
う
妻
を
亡
く
し
、
二
人
の
子
供

が
あ
る
男
性
と
結
婚
し
た
。
し
か
し
、
笙
子
の
川
瀬
家
で
の
生
活
は
期
待
に

反
し
て
非
常
に
苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
性
格
の
悪
い
義
母
と
賭
け
事
の
好

き
な
川
瀬
氏
と
の
生
活
は
、
笙
子
に
ほ
と
ん
ど
楽
し
み
を
与
え
な
か
っ
た
。

ま
も
な
く
川
瀬
氏
の
転
勤
の
た
め
、
笙
子
一
家
は
奉
天
に
引
越
し
た
。
「
私
」

の
夫
も
召
集
さ
れ
、
彼
と
全
然
連
絡
が
取
れ
な
く
な
り
、
一
人
で
ジ
レ
ン
マ

の
中
に
あ
っ
て
、
淋
し
く
苦
し
い
日
々
を
過
ご
す
。 

敗
戦
後
、
「
私
」
は
笙
子
の
奉
天
の
家
で
寄
食
生
活
を
し
た
時
期
が
あ
る
。

兵
隊
に
女
性
を
見
せ
な
い
た
め
、
女
性
た
ち
は
防
空
幕
を
降
し
た
部
屋
に
じ

っ
と
す
る
し
か
な
い
。
あ
る
日
、「
私
」
は
は
じ
め
て
街
に
で
る
。
私
た
ち
は

不
必
要
な
恐
怖
に
囚
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
男
装
し
て
街
を
歩
く
の

も
、
案
外
に
爽
や
か
で
楽
し
か
っ
た
。「
私
」
は
再
び
奉
天
に
戻
っ
て
笙
子
を

訪
ね
た
が
、
彼
女
は
病
気
と
な
り
、
生
活
は
さ
ら
に
苦
し
い
も
の
と
な
る
。

そ
れ
で
も
、
笙
子
は
川
瀬
と
義
母
を
責
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
病
身
の
笙

子
は
ど
の
よ
う
に
し
て
日
本
に
戻
っ
た
の
か
、「
私
」
は
帰
国
前
の
準
備
に
忙

殺
さ
れ
、
彼
女
に
会
え
な
か
っ
た
の
で
、
分
か
ら
な
か
っ
た
。 

「
私
」
が
日
本
に
戻
っ
て
二
三
日
後
、
笙
子
が
福
岡
の
病
院
に
入
院
し
た

こ
と
が
分
か
り
、
そ
の
後
、
笙
子
が
亡
く
な
っ
た
と
知
る
。
も
と
も
と
死
が

恐
か
っ
た
「
私
」
は
、
そ
の
時
か
ら
自
分
の
傍
に
何
時
も
笙
子
が
い
る
か
の
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よ
う
に
、
死
を
恐
が
ら
ず
親
し
み
す
ら
感
じ
は
じ
め
た
。 

 
以
上
、
作
品
の
梗
概
の
紹
介
を
終
え
る
。 

梗
概
を
読
ん
で
分
か
る
の
は
、
作
品
は
「
私
」
と
笙
子
の
つ
な
が
り
を
め

ぐ
っ
て
、
主
に
「
女
学
生
時
代
」
、「
再
会
か
ら
川
瀬
と
結
婚
す
る
ま
で
」
、「
結

婚
後
の
生
活
」
、
「
敗
戦
後
」
と
い
う
四
つ
の
段
階
に
分
け
ら
れ
る
。
女
学
生

時
代
か
ら
親
し
ん
だ
「
私
」
と
笙
子
と
い
う
二
人
の
親
友
同
士
の
女
性
が
、

敗
戦
に
よ
っ
て
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
の
よ
う
に
、
会
っ
た
り
別
れ

た
り
す
る
こ
と
を
描
き
、
ま
た
笙
子
の
不
幸
な
結
婚
と
最
後
に
死
を
迎
え
た

悲
惨
な
運
命
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
物
語
は
二
人
が
「
十
年
間

会
っ
て
い
な
い
」
状
態
か
ら
、
新
京
、
奉
天
、
営
口
な
ど
、
複
数
の
場
所
で
、

出
会
い
、
お
互
い
に
相
手
の
生
活
に
関
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二

人
が
時
間
的
、
空
間
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
し
な
が
ら
、「
私
」
の
内
心
の

独
白
な
ど
も
織
り
交
ぜ
て
進
行
す
る
。 

 

二
、
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
―
そ
の
両
面
を
通
し
て 

 

本
節
で
は
、
作
品
を
検
討
す
る
第
一
歩
と
し
て
、「
私
」
と
笙
子
の
関
係
を

「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
と
い
う
一
文
に
注
目
し
、
こ
の
「
一
本
の
縄
」

の
よ
う
な
関
係
に
つ
い
て
、
表
面
に
意
味
す
る
も
の
と
深
層
に
隠
さ
れ
た
も

の
と
は
、
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討

し
、
さ
ら
に
、
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
、
二
人
の
関
係
は
、
作
品
の
中
で
ど

の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
を
見
て
い
く(

4)

。 

こ
の
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
と
い
う
表
現
は
、
作
中
で
は
二
回
出

て
き
て
い
る
。
一
回
目
は
作
品
冒
頭
で
、「
私
」
と
笙
子
の
つ
な
が
り
を
語
る

時
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
作
品
全
体
に
お
い
て
、
二
人
の
関
係
を
は

っ
き
り
示
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
は
こ
の
部

分
を
Ａ
と
し
、
す
べ
て
引
用
す
る
。 

 
 

 

Ａ
．
そ
れ
は
そ
の
年
月
、
私
と
笙
子
は
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
の
や
う
で

あ
つ
た
。
ひ
と
は
私
と
笙
子
が
姉
妹
か
従
姉
妹
で
も
あ
る
や
う
に
良
く

似
て
ゐ
る
と
云
つ
た
。
共
通
し
た
あ
る
気
質
が
、
異
つ
た
容
貌
を
も
つ

私
と
笙
子
を
い
つ
か
そ
の
や
う
に
似
通
は
せ
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
も
つ

と
も
笙
子
が
私
の
家
で
起
居
す
る
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、
私
た
ち
は
同

じ
や
う
な
気
質
以
上
に
ち
が
つ
た
性
質
も
沢
山
認
め
あ
つ
た
の
で
あ

る
け
れ
ど
、
二
人
の
一
番
根
本
的
な
気
質
の
ち
が
ひ
は
、
私
が
ず
ぼ
ら

で
暢
気
な
女
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
笙
子
は
神
経
質
で
、
い
つ
も
光
の

後
に
忍
ん
だ
暗
さ
を
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
女
で
あ
つ
た
こ
と
で
あ

る
。
私
た
ち
は
女
同
士
の
他
愛
な
さ
で
そ
れ
は
き
つ
と
私
が
春
産
れ
た

せ
い
で
あ
り
、
笙
子
が
秋
産
れ
の
せ
い
だ
か
ら
だ
ら
う
と
話
し
合
つ
て

ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
（
傍
線
筆
者
、
以
下
同
） 

 

と
、
私
と
笙
子
の
間
に
繋
が
っ
て
い
る
も
の
を
明
ら
か
に
描
い
て
い
る
。
こ

の
部
分
は
小
説
全
体
の
基
調
を
大
き
く
支
配
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
。 

そ
し
て
、
二
回
目
は
、
笙
子
が
結
婚
後
、
毎
日
、
不
幸
な
生
活
を
送
っ
て

い
る
の
を
見
て
、
私
の
内
心
の
独
白
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
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で
は
、
Ｂ
と
す
る
。 

 Ｂ
．
私
が
笙
子
程
度
に
不
幸
に
な
つ
て
も
い
い
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
。

私
は
や
は
り
笙
子
と
自
分
を
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
と
し
て
感
じ

て
ゐ
た
の
だ
。 

 

そ
こ
で
、
こ
の
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に

何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
作
品
を
解
明
す
る
の
に
重
要

な
ヒ
ン
ト
だ
と
考
え
る
。
次
は
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
き
、
こ
の
表
現
に
お
け
る

表
面
と
深
層
と
い
う
両
面
か
ら
検
討
し
た
い
と
思
う
。 

最
初
に
、
そ
の
「
あ
ざ
な
は
れ
る
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
の
確
認
か
ら
始

め
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語
彙
に
つ
い
て
、
下
記
の
よ

う
に
解
釈
し
て
い
る
。 

 

【

糾
あ
ざ
な

う
】
か
ら
ま
せ
る
よ
う
に
し
て
交
え
合
わ
せ
る
。
糸
な
ど
を
よ

り
合
わ
す
。
縄
を
な
う
。 

例
：
あ
ざ
な
え
る
縄 

 
 

禍
と
福
と
は
、
お
互
い
に
つ
き
ま
と
っ
て
離
れ
な
い
こ
と
を
た
と
え
て

い
う
。
太
平
記
（
14
Ｃ
後
）
二
九
・
将
軍
親
子
御
退
失
事
「
吉
凶
は
、

糺
ア
ザ
ナ
ヘ

る
縄
の
如
く
、
哀
楽
時
を
易か

へ

た
り
」 

＊
壒
囊
鈔
（
一
四
四
五-

四
六
）
三
「
吉
凶
は

糺

ア
ザ
ナ
ヘ
ル

縄
の
如
し
と
云
り

実
と
に
縄
を

糺
た
だ
し

見
る
に
左
に
成
り
、
右
に
成
り
、
二
筋
の
藁
相
交
り

て
縄
の
躰
を
成
が
如
く
」(

5) 

 

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
言
葉
は
、
つ
ね
に
文
章
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、

日
常
会
話
で
は
使
用
頻
度
は
高
く
な
い
と
み
て
も
よ
い
。
特
に
「
あ
ざ
な
え

る
縄
」
を
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
比
喩
的
な
意
味
と
し
て
、
お

も
に
「
福
禍
」
や
「
吉
凶
」
な
ど
の
よ
う
な
正
反
対
す
る
事
物
の
両
面
が
お

互
い
に
絡
み
あ
っ
て
、
離
れ
な
い
こ
と
に
用
い
ら
れ
る
。 

さ
て
、
作
者
は
な
ぜ
、
わ
ざ
わ
ざ
使
用
頻
度
が
高
く
な
い
言
葉
で
、
二
人

の
関
係
を
描
く
の
か
。
作
品
に
お
け
る
「
一
本
の
縄
」
の
深
層
的
意
味
に
つ

い
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
次
は
以
上
の
解
釈
に
基
づ
き
、
表
面
的

と
深
層
的
の
両
面
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。 

 １
、
表
面
的
意
味
（
二
人
の
親
し
み
） 

 

テ
ク
ス
ト
の
通
り
、
二
人
は
、
若
い
時
か
ら
、
親
し
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
引
用
の
ほ
か
に
、
具
体
的
な
描
写
を
見
る
と
、
全
体
的
な
印
象
と
、

前
述
し
た
四
つ
の
時
期
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 
ａ
．
全
体
：
「
私
た
ち
は
離
れ
て
は
逢
ひ
、
遇
っ
て
は
離
れ
た
り
し
な
が
ら

も
、
赤
い
一
筋
の
糸
の
や
う
に
友
情
を
つ
な
い
で
き
た
。
」（
二
二
一
頁
） 

ｂ
．
女
学
校
時
代
：「
私
は
十
四
の
時
か
ら
親
し
ん
だ
舊
姓
の
青
木
笙
子
と
呼

び
た
い
。
こ
の
名
の
中
に
私
の
二
十
年
間
の
、
少
女
か
ら
女
へ
と
成
長
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し
て
い
つ
た
思
ひ
出
の
数
々
が
た
ゝ
ま
れ
て
ゐ
る
。
」
（
二
二
〇
頁
） 

ｃ
．
再
会
：「
そ
れ
に
一
番
大
切
な
こ
と
は
、
私
と
笙
子
は
十
年
ぶ
り
で
會
つ

て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
」
（
二
二
三
頁
） 

「
私
と
笙
子
に
楽
し
い
日
々
が
は
じ
ま
つ
た
。（
略
）
こ
の
頃
が
一
生
で

一
番
楽
し
い
時
期
で
あ
つ
た
、
と
あ
と
で
笙
子
は
語
つ
た
位
で
あ
つ

た
。
」
（
二
二
五
頁
） 

「
も
つ
と
も
私
も
あ
る
時
期
は
そ
つ
く
り
笙
子
の
や
う
な
娘
で
あ
つ

た
。
」
（
二
三
〇
頁
） 

ｄ
．
結
婚
後
：「
川
瀬
氏
の
家
は
私
の
家
か
ら
あ
ま
り
遠
く
な
い
所
に
あ
つ
た

の
で
私
は
買
物
に
出
か
け
た
折
な
ど
ち
よ
い
と
よ
い
笙
子
が
ど
ん
な
生

活
を
し
て
ゐ
る
か
覗
き
に
よ
つ
た
。
」
（
二
三
二
頁
） 

ｅ
．
敗
戦
後
：「
そ
れ
か
ら
先
は
引
卒
者
達
に
も
あ
て
が
な
い
と
い
ふ
疎
開
の

旅
を
つ
づ
け
る
気
に
な
れ
ず
単
独
で
降
し
て
貰
ひ
、
笙
子
の
家
に
行
つ

た
も
の
で
あ
つ
た
。
」
（
二
三
五
頁
） 

「
私
た
ち
は
再
び
奉
天
の
川
瀬
家
に
戻
つ
て
来
た
。
」
（
二
三
六
頁
） 

「
川
瀬
家
に
と
つ
て
何
の
た
し
に
も
な
ら
な
く
な
つ
た
私
は
本
當
に
二

度
と
川
瀬
氏
や
お
母
さ
ん
に
迷
惑
を
か
け
て
、
笙
子
を
苦
し
め
ま
い
と

決
心
し
て
ゐ
た
の
に
、
や
は
り
私
は
さ
う
す
る
よ
り
他
に
仕
方
が
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
私
が
南
下
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
無
意
識
に

笙
子
と
會
ひ
た
が
つ
て
ゐ
た
せ
い
だ
と
氣
が
つ
い
た
。
」
（
二
三
八
頁
） 

「
笙
子
は
店
に
私
を
訪
ね
て
来
た
。
」
（
二
四
三
頁
） 

「
旅
の
疲
れ
が
な
ほ
つ
た
ら
私
は
笙
子
に
會
ひ
に
い
く
つ
も
り
で
あ
つ

た
。
」
（
二
四
七
頁
） 

以
上
の
引
用
の
通
り
、
二
人
の
繋
が
り
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
作
中
に
出

て
き
て
い
る
。
周
囲
の
環
境
や
個
人
的
事
情
が
変
わ
っ
て
も
、
女
学
校
時
代

か
ら
二
人
は
、
ず
っ
と
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
要
す
る
に
、
二
人

は
長
く
離
れ
て
は
会
い
、
会
っ
て
は
離
れ
、
二
人
を
繋
が
っ
て
い
る
無
形
な

「
糸
」
は
二
人
の
女
学
校
か
ら
の
友
情
の
こ
と
だ
と
解
釈
で
き
る
。
二
人
の

友
情
の
深
さ
に
よ
り
、
長
年
会
っ
て
い
な
く
て
も
、
お
互
い
に
見
え
な
い
「
糸
」

で
繋
が
っ
て
い
る
と
見
え
る
。
そ
こ
で
、「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
に
お

け
る
表
面
的
な
意
味
は
、
二
人
の
深
い
友
情
に
よ
る
切
れ
な
い
運
命
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
深
層
的
な
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
。

考
察
は
次
の
節
に
移
り
た
い
と
思
う
。 

 ２
、
深
層
的
意
味(

二
人
の
対
立) 

ま
ず
、
前
述
し
た
辞
書
の
解
釈
か
ら
、
「
あ
ざ
な
え
る
縄
」
と
い
う
の
は
、

そ
の
絡
み
あ
う
双
方
が
、「
福
と
禍
」
、「
吉
と
凶
」
な
ど
、
対
立
し
て
い
る
関

係
を
持
つ
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、「
私
」
と
笙
子
と
で
は
、
作
中
で
そ
の

よ
う
な
対
立
的
関
係
に
見
え
る
か
ど
う
か
。
無
論
、
表
面
上
か
ら
は
、「
福
と

禍
」
の
よ
う
な
完
全
に
対
立
し
て
い
る
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
テ
ク
ス
ト
を
よ
く
吟
味
す
る
と
、
二
人
の
個
性
上
に
は
、
い
く

つ
か
対
立
的
な
要
素
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
次
に
、
二
人
に
お
い

て
、
深
層
的
に
対
立
す
る
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
に

つ
い
て
、
同
じ
く
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

ま
ず
、
作
品
冒
頭
部
分
で
、
明
ら
か
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、「
私
が
ず
ぼ

ら
で
暢
気
な
女
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
笙
子
は
神
経
質
で
、
い
つ
も
光
の
後
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に
忍
ん
だ
暗
さ
を
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
女
で
あ
つ
た
」
と
い
う
二
人
の
違

い
（
対
立
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
そ
れ
は
き
つ
と
私
が
春
産
ま
れ
た
せ
い
で

あ
り
、
笙
子
が
秋
産
ま
れ
の
せ
い
だ
か
ら
だ
ら
う
」
と
そ
の
性
格
上
の
違
い

の
内
的
要
素
を
説
明
し
、
こ
れ
が
作
品
に
お
け
る
二
人
の
「
つ
な
が
り
」
で

あ
る
と
と
も
に
、
唯
一
の
二
人
の
「
違
い
」
に
つ
い
て
の
描
写
で
あ
る
。
し

か
し
、
作
品
全
体
を
読
ん
で
み
る
と
、
多
く
の
細
か
い
描
写
か
ら
、
「
気
質
」

の
ほ
か
に
、
二
人
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
違
い
」
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
「
ち
が
い
」
は
「
気
質
」
を
超
え
て
、
二
人
の
関
係
を
解
明
す

る
た
め
の
重
要
な
ヒ
ン
ト
で
あ
る
と
言
え
る
。
ほ
か
に
は
、
ど
ん
な
対
立
要

素
が
あ
る
の
か
、
確
認
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。 

 ⒜ 

全
体
：
「
私
が
ず
ぼ
ら
で
暢
気
な
女
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
笙
子
は
神
経

質
で
、
い
つ
も
光
の
後
に
忍
ん
だ
暗
さ
を
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
女
で
あ

つ
た
」
（
二
二
〇
頁
） 

⒝ 

女
学
校
時
代
：（
笙
子
）「
私
は
男
の
子
一
人
産
ん
で
、
二
十
七
で
死
ぬ
だ

ら
う
と
思
ふ
わ
」
。（
「
私
」
）「
私
は
多
分
結
婚
な
ん
か
し
な
い
わ
」（
二
二

一
頁
） 

「
事
実
は
不
思
議
な
こ
と
に
私
が
グ
ル
ー
プ
の
誰
れ
よ
り
も
は
や
く
ま
つ

先
に
結
婚
し
て
し
ま
ひ
、
美
し
い
笙
子
は
一
番
お
く
れ
て
、
…
」
（
二
二

一
頁
） 

⒞ 

再
会
：
「
私
あ
の
頃
は
、
あ
な
た
が
ま
だ
光
島
さ
ん
を
良
い
人
だ
と
云
つ

て
ゐ
た
の
で
、
や
つ
ぱ
り
私
と
あ
な
た
は
立
場
が
ち
が
ふ
ん
だ
と
思
つ
て

ゐ
た
け
れ
ど
、
結
局
憎
め
な
い
人
だ
わ
ね
」
（
二
二
八
頁
） 

「
た
だ
笙
子
の
は
潔
癖
と
云
ひ
切
つ
て
し
ま
へ
る
け
れ
ど
も
、
私
の
は
娘

ら
し
く
な
く
傲
慢
で
あ
つ
た
。
」
（
二
三
〇
頁
） 

⒟ 

結
婚
後
：
「
私
程
度
に
幸
福
に
な
れ
な
い
な
ら
ば
、
私
が
笙
子
程
度
に
不

幸
に
な
つ
て
も
い
い
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
。
」
（
二
三
五
頁
） 

⒠ 

敗
戦
後
：
「
私
は
す
ぐ
に
、
私
も
無
事
に
帰
り
つ
い
た
こ
と
を
報
せ
る
ハ

ガ
キ
を
笙
子
に
あ
て
て
出
し
た
。
」
（
二
四
七
頁
） 

「
姉
さ
ん
か
ら
笙
子
が
亡
く
な
つ
た
こ
と
を
報
せ
る
ハ
ガ
キ
が
来
た
の
で

あ
つ
た
。
」
（
二
四
七
頁
） 

 

以
上
ま
と
め
て
い
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
っ
た
「
私
」
と
笙
子

の
い
わ
ゆ
る
「
対
立
的
」
な
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
こ
の
作
品
の
重
点

に
置
か
れ
る
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
作
品
全
体
は
、「
私
」
と
笙

子
の
友
情
を
語
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
に
作
品
の
深
層
に
お
け
る

二
人
の
繋
が
り
の
真
相
を
解
明
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
特
に
、
最
も

注
目
す
べ
き
は
、
作
品
の
結
末
部
に
お
け
る
、
笙
子
の
「
死
」
に
伴
い
、
二

人
の
最
も
対
立
的
な
も
の
を
明
ら
か
に
浮
き
彫
り
に
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
笙
子
は
、
も
う
亡
く
な
っ
た
人
で
あ
る
の
に
対
し

て
、「
私
」
は
こ
れ
か
ら
も
、
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ

う
な
、
二
人
が
は
っ
き
り
し
た
「
生
」
と
「
死
」
と
い
う
正
反
対
な
存
在
に

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
作
者
は
生
と
死
と
い
う
鮮
明
的
に
対
立
し
て
い
る
両

方
を
も
っ
て
、
「
私
」
と
笙
子
の
最
終
的
運
命
の
結
果
を
示
し
て
い
る
。 

以
上
の
考
察
か
ら
、
二
人
の
関
係
は
単
純
な
親
友
的
関
係
を
超
え
て
、
二

人
に
は
性
格
・
考
え
方
な
ど
、
様
々
に
対
比
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
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潜
在
的
な
一
種
の
繋
が
り
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
え
よ
う
。
作
品
の
最
初
に

書
か
れ
て
い
る
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
の
よ
う
な
つ
な
が
り
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
関

係
と
は
、
表
面
的
親
友
関
係
に
と
と
ま
ら
ず
、
二
人
に
は
た
く
さ
ん
の
対
立

点
が
存
在
し
、
二
人
は
親
し
み
な
が
ら
お
互
い
に
依
存
し
て
い
る
よ
う
な
関

係
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
二
人
が
表
面
的
な
つ
な
が
り

だ
け
で
は
な
く
、
お
互
い
に
影
響
し
あ
う
点
は
、
作
中
で
具
体
的
に
、
ど
の

よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
次
の
節
で
考
察
し
た
い
。 

 

三
、
「
私
」
に
お
け
る
自
責 

 

前
節
で
は
、
二
人
の
間
に
あ
る
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
の
関
係
に

つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
二
人
の
間
に
あ
る
「
親
し
み
」
の
裏
で
は
、

対
立
し
て
い
る
も
の
が
多
く
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
二

人
は
た
だ
の
親
友
で
は
な
く
、
性
格
な
ど
に
お
い
て
は
、
様
々
な
相
違
点
が

あ
っ
て
、
さ
ら
に
ま
っ
た
く
正
反
対
の
面
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。 

本
節
で
は
、
作
中
で
、
頻
繁
に
出
て
き
た
「
私
」
の
笙
子
に
対
す
る
自
責

に
つ
い
て
、
二
人
の
つ
な
が
り
と
同
様
に
、
深
層
面
に
お
い
て
、
何
を
意
味

し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。 

作
品
は
、
笙
子
の
結
婚
を
め
ぐ
っ
て
描
い
て
い
る
が
、
こ
の
結
婚
は
最
初

か
ら
「
私
」
と
分
け
ら
れ
な
い
関
係
が
あ
る
。
作
品
の
最
初
の
部
分
で
は
、

二
人
の
若
い
時
の
友
情
を
回
想
し
た
後
、
作
者
の
筆
が
一
転
し
、
笙
子
の
結

婚
に
つ
い
て
、「
私
」
が
深
く
「
自
責
」
の
気
持
ち
と
内
心
に
お
け
る
「
苦
し

み
」
を
持
つ
こ
と
を
は
っ
き
り
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
品
冒
頭
の

二
人
の
親
し
い
関
係
と
比
べ
る
と
、
や
や
飛
躍
的
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
し
か

し
、
こ
れ
こ
そ
二
人
の
関
係
に
繋
が
る
重
要
な
糸
口
だ
と
筆
者
は
考
え
る
。

こ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
笙
子
と
「
私
」
の
間
で
、「
私
」
の
「
自
責
」
は

二
人
の
つ
な
が
り
と
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
必

要
が
あ
る
。 

ま
ず
、「
私
」
の
自
責
に
つ
い
て
、
作
中
で
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ

を
確
認
す
る
。 

 ㋐.

笙
子
を
不
幸
な
結
婚
に
追
ひ
や
つ
た
―
―
そ
れ
は
同
時
に
死
へ
の
道
で

も
あ
つ
た
―
―
責
任
の
一
半
が
た
し
か
に
私
に
あ
る
の
だ
と
率
直
に
認

め
る
と
き
、
私
は
云
ひ
よ
う
の
な
い
苦
し
み
を
感
じ
て
く
る
。
（
二
二
一

頁
） 

㋑.

光
島
さ
ん
と
並
ん
で
ゐ
る
私
は
何
か
し
ら
説
明
出
来
ぬ
も
の
悲
し
さ
と
、

軽
い
自
責
に
襲
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。
（
二
二
四
頁
） 

㋒.

無
論
理
由
も
な
く
婚
約
を
破
棄
さ
れ
た
笙
子
の
女
と
し
て
の
傷
手
は
大

き
い
し
、
笙
子
を
よ
び
よ
せ
た
私
達
の
責
任
も
由
々
し
い
。（
二
二
八
頁
） 

㋓.
私
は
美
し
く
清
潔
な
心
を
も
つ
た
笙
子
を
つ
ま
ら
ぬ
結
婚
で
汚
し
た
く

な
い
と
大
事
が
る
あ
ま
り
か
へ
つ
て
笙
子
の
結
婚
へ
の
道
を
私
が
阻
む

結
果
に
な
り
は
し
な
い
か
と
自
省
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。（
二
三
一
頁
） 

㋔.

川
瀬
家
の
お
母
さ
ん
の
位
置
と
い
ふ
も
の
に
不
注
意
だ
つ
た
自
分
の
考

へ
の
若
さ
が
く
や
ま
れ
た
。
く
や
ま
れ
る
だ
け
で
は
な
い
、
何
か
取
り
か
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へ
し
の
つ
か
ぬ
こ
と
を
し
で
か
し
た
深
い
後
悔
に
私
は
く
る
し
め
ら
れ

は
じ
め
た
。
け
れ
ど
私
は
又
別
な
方
面
か
ら
、
自
分
の
こ
と
と
し
て
笙
子

を
反
省
し
て
み
る
。
（
二
三
三
頁
） 

㋕.

私
は
何
か
笙
子
に
済
ま
な
い
や
う
な
気
持
で
二
ヶ
月
半
の
新
京
で
の
生

活
を
ふ
り
か
へ
つ
て
い
つ
た
。
（
二
四
〇
頁
） 

㋖.

…
私
の
方
こ
そ
、
私
が
川
瀬
さ
ん
に
迷
惑
を
か
け
て
ゐ
る
こ
と
が
ど
ん
な

に
あ
な
た
の
立
場
を
つ
ら
く
し
て
ゐ
る
か
。
私
の
方
こ
そ
あ
な
た
に
済
ま

な
い
の
よ
。
（
二
四
七
頁
） 

 

私
の
笙
子
に
対
す
る
「
自
責
」
或
い
は
「
反
省
」
の
気
持
ち
が
作
中
で
、

七
回
出
て
き
て
い
る
。
最
初
に
紹
介
し
て
あ
げ
た
光
島
の
こ
と
か
ら
、
夫
に

な
っ
た
「
川
瀬
」
の
こ
と
、
さ
ら
に
、
最
後
笙
子
が
死
に
至
る
ま
で
は
、
こ

の
自
責
が
ず
っ
と
貫
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
私
」
は
笙
子
に
対
し
て
、

責
任
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
た
め
、
常
に
笙
子
の
幸
福
を
気
遣
う
。
つ

い
に
は
彼
女
を
助
け
て
あ
げ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
作
中
で
し
ば
し
ば
描
か

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
は
、
光
島
さ
ん
の
紹
介
が
失
敗
し
た
後
、

私
の
内
心
の
独
白
に
は
明
ら
か
に
書
か
れ
て
い
る
。 

  
 

け
れ
ど
、
私
に
は
尚
背
負
ひ
切
れ
ぬ
ほ
ど
の
お
お
き
な
問
題
が
残
つ
て

ゐ
た
。
私
は
あ
け
く
れ
、
ホ
テ
ル
で
働
い
て
ゐ
る
笙
子
の
こ
と
を
考
へ

る
。
私
に
は
笙
子
を
幸
福
に
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
責
任
が
あ
つ
た
。

け
れ
ど
、
幸
福
と
は
一
体
何
で
あ
ら
う
。
少
な
く
と
も
笙
子
の
幸
福
は
、

究
極
は
笙
子
自
身
が
自
分
の
手
で
探
し
出
す
も
の
以
外
に
は
な
い
の
だ
。 

  

以
上
傍
線
の
部
分
が
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
最
初
、
「
私
」
は
笙
子
の
幸

福
に
責
任
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
が
、
笙
子
が
幸
福
に
な
ら
な
か
っ
た
た
め
、

「
私
」
は
自
責
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
「
私
」
の
独

白
は
す
ぐ
、
「
笙
子
の
幸
福
は
笙
子
自
身
が
自
分
の
手
で
探
し
出
す
も
の
」

と
正
反
対
の
方
向
に
転
換
し
て
い
く
。
つ
ま
り
、
「
私
」
は
確
か
に
笙
子
を

幸
福
に
さ
せ
た
い
責
任
を
感
じ
て
い
る
が
、
無
意
識
に
は
笙
子
が
自
分
自
身

の
努
力
・
自
分
な
り
の
生
き
方
に
よ
っ
て
幸
福
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
気
持

ち
も
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
の
出
来
事
で
は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
作
中
に
お
け
る
、
笙
子
と
か
か
わ
っ
た
三
人
の

男
性
登
場
人
物
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
「
私
」
自
身
の
自
責
の
真
相
を
掘
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
。 

 

〈
そ
の
一
〉
光 み

つ

島 し
ま

（
「
私
」
の
夫
の
中
学
時
代
の
後
輩
） 

「
私
」
と
夫
の
紹
介
で
、
笙
子
と
光
島
は
出
会
っ
た
。
こ
の
初
対
面
の
後

す
ぐ
に
、
光
島
は
笙
子
と
結
婚
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
し
か
し
、
作
中
の
描

写
か
ら
見
れ
ば
、
笙
子
は
光
島
と
初
対
面
の
後
、
彼
に
対
し
て
あ
ま
り
熱
意

を
感
じ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
「
嫌
い
で
は
な
い
の
よ
」
と
の
一
言
で
済
ん

だ
。
逆
に
「
「
私
」
は
光
島
が
大
変
好
き
に
な
つ
て
ゐ
た
」
。
こ
の
よ
う
に
、

同
一
人
物
に
対
す
る
二
人
の
異
な
る
反
応
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ

い
の
か
。
こ
れ
は
前
の
描
写
と
の
繋
が
り
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
品
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冒
頭
部
分
の
「
私
」
と
笙
子
の
性
格
の
違
い
が
現
わ
れ
て
い
る
。
光
島
に
つ

い
て
、「
今
ま
で
私
の
知
つ
た
世
界
で
な
か
つ
た
明
る
く
近
代
的
な
タ
イ
プ
の

人
。
頭
が
よ
く
て
、
…
…
」
と
「
私
」
は
彼
を
ほ
め
ち
ぎ
っ
て
い
る
。
笙
子

は
光
島
に
特
別
な
興
味
を
持
た
な
か
っ
た
が
、
仕
事
場
で
の
光
島
と
の
や
り

取
り
か
ら
、
次
第
に
光
島
を
好
き
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

あ
あ
、
私
こ
れ
で
と
て
も
さ
つ
ぱ
り
し
た
わ
。
は
じ
め
て
あ
の
人
と
の

び
の
び
と
話
せ
た
わ
。
三
十
分
位
雑
談
し
た
の
よ
。
や
つ
ぱ
り
あ
な
た

が
云
つ
て
ゐ
た
や
う
に
あ
の
人
い
い
人
ね
。
…
… 

 

と
光
島
へ
の
好
意
を
示
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
結
局
、
笙
子
と
光
島
は
結

婚
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
光
島
が
婚
約
を
破
っ
て
音
信
な
し
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
笙
子
が
彼
と
結
婚
し
た
と
す
れ
ば
、

笙
子
に
と
っ
て
の
幸
福
（
「
私
」
が
準
備
し
た
「
幸
福
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
）

は
光
島
に
よ
っ
て
、
実
現
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
振
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
私
」
が
笙
子
に
与
え
よ
う
と
し
た
「
幸
福
」
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
私
」
の
自
責
は
こ
の
時
点
か
ら
わ
き
起
こ
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
こ
の
後
に
「
自
責
」
は
何
回
も
出
て
く
る
が
、
作
品
全
体
に
お

い
て
、
光
島
に
よ
る
「
自
責
」
は
明
ら
か
に
、
発
端
的
な
存
在
で
あ
る
と
と

も
に
、
根
本
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。 

こ
れ
に
対
し
て
、「
私
」
の
光
島
に
対
す
る
見
方
の
変
化
は
、
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
の
か
。
最
初
の
印
象
は
よ
か
っ
た
が
、
以
下
の
描
写
か
ら
見
れ

ば
、
全
く
別
の
も
の
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。 

 

光
島
と
初
対
面
し
た
時
に
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 

 

 

私
は
す
ぐ
に
光
島
さ
ん
と
親
し
く
な
り
、
光
島
さ
ん
が
私
の
う
ち
に
二

泊
す
る
間
に
、
そ
の
明
る
く
屈
托
な
げ
な
人
柄
に
す
つ
か
り
惹
か
れ
る

と
い
ふ
こ
と
が
実
は
私
の
一
番
い
け
な
い
性
格
の
一
つ
だ
つ
た
の
だ

が
… 

 

し
か
し
、
結
局
、 

  

私
も
今
度
の
こ
と
に
対
す
る
光
島
さ
ん
の
態
度
か
ら
、
だ
ん
だ
ん
と
光

島
さ
ん
と
い
ふ
男
性
に
対
し
て
冷
静
に
な
り
批
判
的
に
な
つ
て
来
た
。

さ
う
な
る
と
私
は
厳
し
い
の
で
あ
る
。
と
て
も
笙
子
の
や
う
に
さ
り
げ

な
く
遠
ざ
か
る
と
い
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
は
次
第
に
怒
り
に
燃
え

は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
光
島
さ
ん
を
解
剖
し
は
じ
め
た
。 

 

と
い
う
よ
う
に
、「
私
」
に
お
け
る
光
島
に
対
す
る
態
度
は
、
完
全
に
変
わ
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
時
系
列
を
お
っ
て
大
好
き⇒

不
安⇒

批
判⇒

怒
り
と
な
っ
て
い
る
。 

 

注
意
す
べ
き
は
、「
私
」
と
笙
子
の
光
島
に
対
す
る
見
方
は
、
時
系
列
を
お

っ
て
、
逆
方
向
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
変
化
は
、
作
品
冒
頭

部
で
描
か
れ
て
い
る
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
と
い
う
関
係
を
表
面
化

し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
光
島
と
の
交
際
に
お
い
て
、
二
人
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の
関
係
が
、
す
で
に
ね
じ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど

「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
と
い
う
関
係
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。 

 

し
た
が
っ
て
、
二
人
の
ね
じ
れ
た
関
係
の
裏
に
は
、
さ
ら
に
「
私
」
の
自

責
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
「
自
責
」
は
ど
う
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る

の
か
。
作
中
の
第
一
段
階
と
見
ら
れ
る
光
島
関
係
の
シ
ー
ン
で
、
私
の
「
自

責
」
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
笙
子
に
光
島
を
紹
介
す
る
こ
と
が
失
敗
だ
っ
た

こ
と
に
対
す
る
「
自
責
」
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

根
底
に
何
が
秘
め
て
い
る
の
か
。
深
層
的
「
自
責
」
の
意
味
は
、
そ
れ
ほ
ど

簡
単
で
は
な
い
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
前
の
引
用
の
部
分
で
も
示
し
て
い
る

が
、
「
私
」
夫
婦
と
笙
子
と
光
島
、
四
人
が
面
会
す
る
時
、
「
私
」
は
す
で
に

軽
く
自
責
を
感
じ
て
い
る
。
笙
子
と
光
島
は
初
対
面
な
の
に
、「
私
」
の
自
責

は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
の
か
。 

こ
の
自
責
が
出
て
き
た
前
の
描
写
を
見
れ
ば
、
こ
の
疑
問
が
解
明
で
き
そ

う
で
あ
る
。 

  
 

料
理
が
運
ば
れ
て
一
同
が
席
に
つ
く
と
、
私
の
位
置
は
丁
度
光
島
さ
ん

と
向
ひ
合
せ
に
な
つ
た
。（
中
略
）
ま
る
で
私
が
当
の
見
合
の
相
手
で
も

あ
る
や
う
に
な
に
か
し
ら
恥
ず
か
し
く
顔
が
赫
ら
ん
で
来
る
や
う
で
そ

の
気
持
ち
の
や
り
ば
に
困
る
の
だ
つ
た
。
食
事
が
済
ん
で
笙
子
は
一
寸

座
を
外
し
、
私
た
ち
は
す
り
に
並
ん
で
何
と
い
ふ
こ
と
も
な
く
博
多
の

町
の
雑
踏
を
眺
め
て
ゐ
た
が
、
…
… 

 

 

「
私
」
が
光
島
の
席
と
向
い
合
わ
せ
と
な
っ
た
た
め
、
し
だ
い
に
「
私
」

は
恥
ず
か
し
く
な
っ
て
き
た
と
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
恥
ず
か

し
く
感
じ
て
か
ら
「
自
責
」
に
襲
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

点
だ
け
を
見
れ
ば
、
前
の
叙
述
と
や
や
矛
盾
的
な
も
の
を
感
じ
る
よ
う
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
前
に
も
引
用
さ
れ
た
「
私
は
す
ぐ
に
光
島
さ
ん
と
親

し
く
な
り
」
と
か
「
す
つ
か
り
惹
か
れ
る
」
と
か
描
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
光
島
も
、「
僕
は
こ
の
家
か
ら
か
へ
る
と
、
そ
の
あ
と
ど
う
し
て
か
憂
鬱

に
な
つ
ち
ゃ
つ
て
、
も
う
ど
こ
に
遊
び
に
い
く
気
も
し
な
く
な
」
っ
た
よ
う

に
、「
私
」
の
家
に
慣
れ
て
き
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
二
人
は
完
全
に
親

し
い
友
人
関
係
な
の
で
、
恥
ず
か
し
く
な
る
理
由
は
特
に
な
い
の
だ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
「
私
」
の
気
持
ち
の
急
変
は
、「
私
」
の
性
格
の
深
層
の

中
に
矛
盾
し
た
要
素
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
つ
ま
り
、
そ
の
後
に
も
出
て
き
た
「
自
責
」
と
い
う
の
も
、「
私
」
自
身

が
神
経
質
で
あ
る
こ
と
の
具
体
的
な
表
現
だ
と
言
え
る
。
こ
こ
で
、
ま
た
、

作
品
冒
頭
部
分
に
お
け
る
「
私
が
ず
ぼ
ら
で
暢
気
な
女
で
あ
る
の
に
反
し
て
、

笙
子
は
神
経
質
で
、
い
つ
も
光
の
後
に
忍
ん
だ
暗
さ
を
忘
れ
る
こ
と
の
出
来

ぬ
女
」
と
い
う
描
写
と
逆
に
、
「
私
」
の
は
じ
め
て
の
こ
の
「
自
責
」
で
は
、

「
光
の
後
に
忍
ん
だ
暗
さ
を
忘
れ
る
こ
と
」
が
出
来
な
い
内
面
的
に
潜
ん
で

い
る
性
格
が
反
映
さ
れ
た
と
言
え
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
こ
の
時
点
に
お

け
る
「
私
」
は
笙
子
と
同
じ
気
質
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
二
人

の
個
性
に
お
け
る
真
相
が
、
表
面
に
浮
か
ん
で
き
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。「
私
」

は
、
裏
面
で
は
す
で
に
、
笙
子
の
身
代
わ
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ

の
時
点
に
お
け
る
自
責
と
は
、「
私
」
の
内
部
に
潜
ん
で
い
る
も
う
一
つ
の
生
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き
方
が
、
表
面
化
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

光
島
に
つ
い
て
、
も
う
一
つ
重
要
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
作
中
に

お
い
て
、
笙
子
が
光
島
と
再
会
し
た
後
、
以
前
の
光
島
へ
の
印
象
が
す
っ
か

り
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
品
に
お
け
る
重
要
な
転
換

点
だ
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
最
初
に
「
私
」
が
い
く
ら
説
得
し
て
も
、
笙
子

は
な
お
懐
疑
す
る
気
持
ち
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
っ
た
が
、
実
際
に
自
分
が

光
島
と
少
し
深
く
接
触
し
た
結
果
、「
私
」
の
意
見
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
変
化
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
変
化
が
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
述
べ
る
に
、
笙
子
は
最
初
か
ら
「
私
」
を
信
じ

て
い
な
か
っ
た
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
そ
の
気
持
ち

が
変
化
す
る
前
後
の
笙
子
を
見
る
と
、
笙
子
自
身
の
変
化
し
た
面
が
認
め
ら

れ
る
。
そ
の
変
化
は
主
に
二
つ
の
面
か
ら
読
み
取
れ
る
。
一
つ
は
光
島
と
の

初
対
面
の
場
所
は
、
日
本
の
門
司
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
変
化
が
起
こ
っ
た
場

所
は
、
満
洲
の
新
京
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
笙
子
が
新
京
の
ホ
テ

ル
で
働
い
た
時
に
光
島
と
会
っ
て
、
雑
談
し
て
か
ら
印
象
を
変
わ
っ
た
こ
と

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
対
面
場
所
の
変
化
の
上
で
、
笙
子
自
身
の
変
化
（
働
き

は
じ
め
た
こ
と
）
も
窺
え
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
変
化
は
、

日
本
本
土
で
は
な
く
、「
新
天
地
」
と
呼
ば
れ
る
満
洲
の
土
地
で
起
こ
っ
た
の

で
あ
る
。
光
島
に
対
す
る
印
象
の
変
化
は
、
笙
子
自
身
の
居
場
所
の
変
化
と

と
も
に
、
自
分
が
働
き
始
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
達
成
し
た
の
だ
と
い
っ
て

も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
に
引
用
し
た
通
り
、

幸
福
は
「
笙
子
自
身
が
自
分
の
手
で
探
し
出
す
も
の
」
と
記
し
た
事
柄
を
明

ら
か
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
居
場
所
の
変
化
に
つ
い
て
は
、

当
時
の
社
会
背
景
も
考
慮
す
る
と
、
牛
島
春
子
の
よ
う
に
日
本
で
の
思
想
的
、

社
会
的
な
活
動
に
圧
迫
感
を
抱
き
、
新
天
地
と
し
て
の
満
洲
に
「
再
生
」
の

希
望
を
託
し
て
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
笙
子
の
こ
の
光
島
に
対
す
る
変
化
は
、

そ
れ
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
見
受
け
ら
れ

た
。 

〈
そ
の
二
〉
卓 た

く

次 じ

（
笙
子
の
幼
馴
染

お
さ
な
な
じ
み

の
人
、
笙
子
の
好
き
な
人
） 

こ
の
人
物
は
「
私
」
の
昔
の
思
い
出
の
中
に
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
卓
次

と
の
付
き
合
い
は
、
「
女
学
校
を
出
た
ば
か
り
の
頃
」
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、

光
島
よ
り
早
く
出
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
卓
次
は
、
笙
子
自
身
の

主
観
的
な
「
幸
福
」
観
に
か
か
わ
る
重
要
な
人
物
で
あ
る
。 

卓
次
と
い
う
人
に
つ
い
て
、
光
島
の
よ
う
に
私
が
、
直
接
に
笙
子
に
紹
介

し
て
あ
げ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
笙
子
と
卓
次
の
交
際
は
、
や
は
り
「
私
」

と
も
分
け
ら
れ
な
い
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
笙
子
が
卓
次
を
好
き
だ
と
い

う
こ
と
が
分
か
っ
た
後
、「
私
」
は
「
そ
の
卓
次
さ
ん
に
笙
子
に
手
紙
を
や
つ

て
く
れ
た
ら
嬉
し
い
と
匿
名
の
手
紙
を
書
い
た
」
た
め
、
そ
の
手
紙
の
お
か

げ
で
、
卓
次
と
笙
子
の
交
際
が
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
卓

次
と
笙
子
の
間
で
は
、「
私
」
の
存
在
も
明
ら
か
に
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。 

さ
ら
に
、
こ
の
人
は
三
人
の
男
の
中
で
、
笙
子
が
明
ら
か
に
「
好
き
だ
」

と
言
っ
た
、
た
だ
の
一
人
な
の
で
あ
る
。
卓
次
は
笙
子
の
従
兄
の
親
友
で
、

二
人
は
幼
馴
染
で
あ
っ
た
。
昔
、「
私
」
は
地
下
運
動
の
た
め
投
獄
さ
れ
た
が
、

刑
務
所
を
出
て
か
ら
「
笙
子
と
卓
次
は
結
ば
れ
た
だ
ら
う
か
、
笙
子
は
幸
福
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に
な
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
」
と
思
い
出
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
笙
子
と
卓
次

の
二
人
は
幸
福
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
「
私
」
は
考
え
て
い
た
。
笙
子
自
身
も

積
極
的
に
好
意
を
も
ち
、「
私
」
自
身
も
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
笙
子
が

直
接
に
「
幸
福
」
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
好
き
」
―
「
結
婚
」

―
「
幸
福
」
と
い
う
流
れ
を
、
笙
子
も
「
私
」
も
二
人
が
心
の
中
で
認
め
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

し
か
し
、
笙
子
は
卓
次
の
た
だ
一
つ
の
つ
ま
ら
な
い
言
葉
（
彼
は
笙
子
の

叔
母
の
家
で
笙
子
さ
ん
か
ら
手
紙
を
も
ら
っ
た
と
言
っ
た
こ
と
）
の
た
め
、

交
際
を
や
め
た
。
こ
れ
は
笙
子
の
「
神
経
質
」
な
性
格
が
卓
次
の
言
葉
を
許

せ
な
か
っ
た
た
め
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
卓
次
の
場
合
は
、
笙
子

自
身
か
ら
先
に
付
き
合
い
を
や
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
の
光
島
と
正
反

対
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、「
た
だ
あ
の
人
が
、
あ
ん
な
に
き
れ
い
で
、
お

金
持
ち
で
は
な
か
つ
た
ら
私
は
結
婚
し
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
」
と
言

っ
て
、
自
分
の
行
為
に
対
し
て
、
精
神
面
で
は
負
け
ら
れ
な
い
と
い
う
内
心

の
強
さ
と
異
性
へ
の
特
殊
な
潔
癖
さ
が
現
わ
れ
て
い
る
。 

一
方
、「
私
」
の
方
は
、
卓
次
に
つ
い
て
、
直
接
に
自
責
な
ど
の
表
現
は
出

て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
二
人
が
最
後
ま
で
幸
福
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に

対
し
て
、「
笙
子
の
や
う
な
女
は
結
局
ど
う
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
笙
子
は
不

幸
を
、
も
は
や
自
ら
の
中
に
持
つ
て
ゐ
る
女
な
の
で
は
な
い
か
」
、
「
私
は
も

う
す
こ
し
笙
子
を
知
る
べ
き
で
あ
つ
た
」
と
笙
子
の
結
婚
、
未
来
な
ど
に
つ

い
て
、
強
く
不
安
を
感
じ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
卓
次
は
笙
子
の
「
幸

福
」
に
繋
が
る
最
初
の
男
性
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
笙
子
の
主
観
的
判

断
で
失
敗
し
て
し
ま
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
光
島
と
違
っ
て
、
他
人
か

ら
疎
遠
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
笙
子
自
身
か
ら
手
を
離
し
た
と
描
い
て
い
る
。

そ
の
た
め
、「
私
」
の
匿
名
の
手
紙
に
つ
い
て
、
表
面
的
に
は
「
私
」
は
笙
子

を
幸
福
の
道
に
助
け
て
あ
げ
た
か
っ
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
笙
子
自
身
が
こ
の
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
、
卓

次
に
つ
い
て
、「
た
だ
あ
の
人
が
、
あ
ん
な
に
き
れ
い
で
、
お
金
持
で
な
か
つ

た
ら
私
は
結
婚
し
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
」
と
い
う
よ
う
に
、「
彼
女
の

虚
栄
が
潜
ん
で
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
「
私
」
の
心
理
描
写
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
私
」
が
笙
子
を
幸
福
に
さ
せ
た
い
責
任
感
は
、
結
局
、

笙
子
自
身
の
異
性
に
対
す
る
強
い
潔
癖
さ
に
よ
っ
て
達
成
で
き
な
か
っ
た
。

二
人
の
意
識
内
で
は
、
い
ず
れ
も
一
種
の
強
い
自
己
主
張
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、「
卓
次
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
重
視
す
べ

き
部
分
は
、
二
人
の
女
性
主
人
公
は
お
互
い
に
影
響
し
合
い
、
繋
が
っ
て
い

る
こ
と
が
三
人
の
男
性
の
中
で
、
最
も
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る

と
言
え
る
。
具
体
的
に
示
す
と
、 

 

笙
子
の
片
思
い⇒

「
私
」
の
匿
名
手
紙⇒

笙
子
の
恋
愛⇒

「
私
」
の
満
足⇒

笙
子
の
恋
愛
の
失
敗 

 

と
い
う
流
れ
で
二
人
と
卓
次
と
の
関
わ
り
が
交
差
し
て
、「
あ
ざ
な
は
れ
」
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
部
分
に
お
け
る
「
私
」
が
、

前
の
光
島
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
比
べ
て
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
前
の
光
島
の
部

分
に
お
け
る
「
私
」
の
自
責
は
、
自
己
反
省
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
卓
次
に
お
け
る
「
私
」
の
役
割
は
、
自
己
主
張
に
変
わ
っ
て
い
る
の
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で
は
な
い
か
と
考
え
る
。 

 

〈
そ
の
三
〉
川
瀬
（
笙
子
の
夫
） 

川
瀬
は
笙
子
の
夫
と
し
て
、
笙
子
の
最
後
の
運
命
を
決
め
る
人
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
川
瀬
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
全
作
品
に
お
い
て
、
最
も
多
い
分
量
を

占
め
て
い
る
。
次
は
、
川
瀬
に
お
け
る
「
私
」
の
自
責
に
つ
い
て
、
作
中
で

ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
更
に
、「
私
」
と
笙
子
の
二
人
の
関
係
と

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

川
瀬
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、「
私
」
の
自
責
は
、
前
に
引
用
し
た
中
の
㋔
㋕

㋖
の
三
回
出
て
き
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
自
責
の
理
由
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
、

笙
子
が
結
婚
後
、
川
瀬
家
で
い
ろ
い
ろ
不
幸
に
遭
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
自
責
の
深
層
は
、
二
人
の
繋
が
り
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の

か
に
つ
い
て
、
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
は
三
回
の
自
責
の
場
面
を

そ
れ
ぞ
れ
見
て
お
く
。 

㋔
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
結
婚
後
、「
私
」
の
初
め
て
後
悔
・
自
責
を
感
じ

た
対
象
は
、
川
瀬
の
お
母
さ
ん
の
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、「
私
」
は

す
ぐ
笙
子
の
方
に
も
反
省
さ
せ
た
。
続
い
て
引
用
す
る
と
、 

  
 

笙
子
は
私
な
ど
及
び
も
つ
か
ぬ
や
う
に
正
直
で
清
潔
な
心
を
も
つ
た
女

で
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
は
魚
の
住
み
難
い
水
の
清
さ
に
似
て
ゐ
る
か
も

し
れ
な
か
つ
た
。
永
い
間
ひ
と
の
中
で
も
ま
れ
て
来
た
た
め
に
心
に
も

な
い
強
が
り
や
見
栄
で
彼
女
の
素
直
さ
を
粉
飾
し
て
ゐ
る
所
も
あ
る
。

は
き
は
き
し
た
物
云
ひ
が
ど
う
か
す
る
と
相
手
に
切
口
上
に
聞
こ
え
て
、

私
も
笙
子
の
物
の
云
ひ
方
に
こ
だ
は
つ
た
こ
と
も
い
く
ど
か
あ
つ
た
。

私
は
そ
の
こ
と
を
一
度
何
か
の
折
に
笙
子
に
云
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。

す
る
と
笙
子
は
、
「
私
は
ち
つ
と
も
勝
気
ぢ
や
な
い
の
よ
。
」
と
す
つ
か

り
悄
気
て
し
ま
つ
た
。
そ
れ
が
本
當
の
笙
子
な
の
だ
。 

 

こ
の
引
用
か
ら
は
、
笙
子
の
結
婚
前
後
の
変
化
が
窺
え
る
。
結
婚
前
の
笙

子
に
つ
い
て
「
心
に
も
な
い
強
が
り
や
見
栄
で
彼
女
の
素
直
さ
を
粉
飾
し
て

ゐ
る
所
」
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
前
の
卓
次
と
の
交
際
に
反
映
さ
れ
て

い
た
点
で
あ
る
。
作
品
前
半
に
お
い
て
、
最
も
鮮
明
的
な
印
象
と
い
え
ば
、

「
精
神
的
な
面
の
強
」
か
っ
た
点
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
笙

子
の
答
え
と
し
て
「
私
は
ち
つ
と
も
勝
気
ぢ
や
な
い
の
よ
。
」
と
い
う
よ
う
に

笙
子
は
、
結
婚
後
、
若
い
時
か
ら
の
「
強
さ
」「
虚
栄
」
な
ど
の
精
神
的
強
さ

が
、
す
べ
て
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、「
そ
れ
が
本
當
の
笙

子
」
と
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
笙
子
の
若
い
時
に
現
れ
た
「
強
さ
」
は
内
心

に
お
け
る
弱
さ
を
隠
す
た
め
に
、
わ
ざ
と
つ
け
た
仮
面
な
の
で
は
な
い
か
。

本
当
の
笙
子
の
内
部
に
お
け
る
「
笙
子
の
正
体
」
は
、
そ
の
川
瀬
と
の
結
婚

に
よ
っ
て
、
表
面
に
付
け
て
い
た
仮
面
を
外
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

こ
の
㋔
の
自
責
を
通
じ
て
、
笙
子
の
結
婚
前
と
結
婚
後
の
精
神
的
変
化
を

窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
笙
子
の
外
部
的
強
さ
は
、
実
は
内
心
の
弱

さ
を
隠
す
た
め
の
手
段
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
笙

子
自
身
の
一
種
の
対
立
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

㋕
と
㋖
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
直
接
か
つ
単
純
に
「
笙
子
に
済
ま
な
い
」

気
持
ち
を
描
い
て
い
る
。
㋕
に
つ
い
て
は
、「
私
」
が
再
び
奉
天
へ
戻
っ
て
き
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た
直
後
で
あ
り
、
㋖
に
つ
い
て
は
、
笙
子
が
な
く
な
る
前
の
最
後
の
面
会
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
二
回
の
「
自
責
」
は
、
前
の
㋔

と
比
べ
る
と
、
明
ら
か
に
「
私
」
の
笙
子
に
対
す
る
自
省
な
ど
が
出
て
こ
な

か
っ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
㋔
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
「
本
當
の
笙
子
」

は
、
そ
の
後
、
そ
の
ま
ま
、「
私
」
の
内
部
、
そ
し
て
笙
子
の
内
部
に
お
い
て
、

受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
笙
子
の
結
婚
前
の
描

写
か
ら
見
る
と
、
こ
の
「
本
當
の
笙
子
」
は
、
笙
子
本
人
が
結
婚
後
に
も
う

一
つ
の
人
生
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。 

さ
て
、
笙
子
が
三
人
の
男
性
と
出
会
っ
た
こ
と
は
、
事
実
か
ど
う
か
判
断

で
き
な
い
が
、
作
品
を
読
む
限
り
で
は
、
こ
の
三
人
の
男
性
と
は
、
三
人
三

様
の
付
き
合
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
笙
子
の
結
婚
に
対
す
る
心
情
の
変
化
と

対
応
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
若
い
時
に
男
性
に
対
し
て
強
く
潔
癖
さ

を
持
っ
て
い
た
が
、
最
後
の
結
婚
相
手
・
川
瀬
に
辿
っ
た
時
、
以
前
の
自
分

の
考
え
と
は
ま
っ
た
く
反
対
に
な
っ
て
、
笙
子
に
或
い
は
、
笙
子
と
あ
ざ
な

わ
れ
て
い
る
「
私
」
に
と
っ
て
は
、
元
々
自
分
の
内
部
に
お
い
て
対
立
し
て

い
る
も
の
を
受
容
し
た
こ
と
に
よ
る
変
化
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。「
私
」
が
ず

っ
と
貫
い
て
い
る
「
自
責
」
の
心
情
は
、
深
層
に
お
い
て
は
、
た
だ
の
「
自

責
」
で
は
な
く
、
も
は
や
「
私
」
の
自
分
自
身
の
内
部
に
お
け
る
も
う
一
つ

の
自
分
の
生
き
方
へ
の
抵
抗
と
受
容
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。 

 

四
、
笙
子
の
「
死
」
―
―
そ
の
決
別
の
意
味 

 

作
品
の
冒
頭
の
部
分
の
一
文
「
青
木
笙
子
は
、
七
月
の
は
じ
め
、
福
岡
の

国
立
築
紫
病
院
で
永
眠
し
た
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
作
品
の
冒
頭
か
ら
は
く

っ
き
り
と
「
死
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
要
す
る
に
作
品

は
回
想
の
形
で
笙
子
の
死
か
ら
以
前
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
作
者
は
作

品
全
体
を
笙
子
の
死
に
基
づ
き
、
進
め
て
い
る
の
が
分
か
る
。
言
い
換
え
る

な
ら
、
こ
の
死
の
問
題
は
、
作
品
の
根
幹
、
或
い
は
出
発
点
と
見
る
こ
と
の

で
き
る
存
在
で
あ
ろ
う
。
結
末
に
お
い
て
は
、
冒
頭
と
呼
応
す
る
よ
う
に
、

ま
た
、
「
私
」
の
死
に
対
す
る
心
情
の
変
化
を
も
っ
て
作
品
が
閉
じ
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
死
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
与
え
た
ら
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
二
人
の
繋
が
り
と
笙
子
の
「
死
」
は
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け

れ
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。 

作
品
冒
頭
の
「
私
」
の
語
り
は
笙
子
が
既
に
な
く
な
っ
た
後
の
時
期
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
私
」
は
死
に
対
し
て
、
「
身
近
か
な
者
の
死
に
つ
い
て
は
全

然
自
信
が
な
い
。
」「
死
と
い
ふ
も
の
が
物
理
的
な
も
の
で
あ
る
」「
や
は
り
私

に
は
ま
だ
不
可
解
で
あ
る
」
な
ど
の
よ
う
な
消
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
作
品
の
結
末
に
お
い
て
は
、 

  

お
そ
ら
く
死
は
笙
子
の
上
に
厳
粛
に
そ
し
て
さ
り
げ
な
く
や
つ
て
来
た

に
ち
が
ひ
な
い
。
そ
し
て
笙
子
の
肉
体
を
柔
ら
か
に
抱
き
と
つ
た
こ
と

で
あ
ら
う
。
私
は
さ
う
し
た
死
を
想
ふ
時
、
急
に
死
に
対
し
て
親
し
み

す
ら
感
じ
始
め
た
。 

 

と
冒
頭
の
描
写
と
正
反
対
の
心
情
に
変
わ
っ
て
い
る
。
前
節
の
論
に
基
づ
い

て
み
る
な
ら
、「
私
」
が
笙
子
の
死
を
き
っ
か
け
に
「
死
」
に
親
し
み
を
感
じ
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始
め
た
の
は
、
今
ま
で
「
私
」
と
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
で
結
ば
れ

て
い
た
笙
子
は
、
「
私
」
の
内
部
に
隠
れ
て
い
る
も
う
一
人
の
「
私
」
（
「
私
」

の
分
身
と
言
え
る
だ
ろ
う
）
を
殺
し
、
死
を
恐
し
く
は
な
い
新
し
い
「
私
」

と
し
て
蘇
生
し
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
環
境
は
大
い
に
変
わ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
二
人
だ
け
の
つ
な
が
り
は
死
ぬ
ま
で
変
ら
な
い
。
さ
ら
に
笙

子
の
「
死
」
に
よ
っ
て
、
二
人
が
統
一
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
、
と
解
し
う

る
の
で
は
な
い
か
。 

 

『
笙
子
』
は
間
違
い
な
く
牛
島
の
友
人
の
女
性
を
モ
デ
ル
と
し
、
二
人
の

敗
戦
後
の
満
洲
を
舞
台
と
し
、
二
人
の
つ
な
が
り
を
主
材
料
に
し
て
展
開
し

よ
う
と
し
た
「
私
」
の
分
身
が
幻
滅
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
笙
子
は
私
の
若
い
時
か
ら
の
親
し
い
友
人
で
あ
る
が
、
二

人
の
内
部
は
す
で
に
融
合
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
笙
子
こ
そ
が
、
「
私
」

の
等
身
大
の
分
身
だ
っ
た
か
ら
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
笙
子

の
死
は
「
私
」
に
対
し
、
恐
れ
さ
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
内
部
に
あ
る
分

身
と
の
矛
盾
が
解
決
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

本
作
品
は
、
作
家
・
牛
島
の
戦
後
文
学
活
動
の
再
出
発
と
し
て
、
自
分
の

引
揚
げ
体
験
を
題
材
と
し
、
人
間
の
生
と
死
、
自
己
救
済
な
ど
の
問
題
を
文

学
の
か
た
ち
で
表
面
化
す
る
も
の
と
見
れ
ば
よ
か
ろ
う
。 

最
初
の
「
死
」
に
対
す
る
考
え
と
い
う
の
は
、
二
人
は
も
と
も
と
「
死
」

に
対
し
て
、
恐
れ
る
人
間
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。「
私
」
の
方
は
明
ら
か

に
「
私
は
昔
か
ら
何
よ
り
も
死
を
恐
れ
る
人
間
の
一
人
で
あ
つ
た
。
」
と
作
中

で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
笙
子
に
つ
い
て
は
、
川
瀬
家
で
寄
食
し
て
い
る
「
私
」

が
兵
隊
達
の
前
に
自
分
を
な
げ
だ
そ
う
か
と
思
う
時
、
笙
子
も 

 

「
私
も
い
く
わ
。
そ
し
て
離
縁
し
て
も
ら
う
わ
。
で
も
私
死
に
は
し
な
い

わ
よ
、
死
ぬ
も
ん
で
す
か
。
」 

 

と
い
う
セ
リ
フ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
笙
子
の
死
生
観
が
現
わ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
笙
子
は
「
私
」
と
同
じ
よ
う
に
最
初
か
ら
死
を
恐
れ
る
人
間
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

前
述
し
た
通
り
、
作
品
は
笙
子
の
「
死
」
か
ら
始
ま
っ
て
、「
死
」
を
も
っ
て

閉
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
そ
の
「
死
」
は
、
作
品
全
体
を
貫
く
特

別
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
さ
て
、
笙
子
の
「
死
」
は
「
私
」
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
さ
ら
に
、
作
品
の
題
材
と
し
た
「
引
揚
げ
」

か
ら
見
れ
ば
、
引
揚
げ
と
「
生
と
死
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に

理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
前
の
節
で
は
、「
私
」

と
笙
子
の
関
係
に
つ
い
て
、
考
察
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
牛
島
の
満
洲
時

代
作
品
も
含
め
て
見
渡
す
と
、「
死
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
し
ば
し
ば
出
て
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
在
満
（
あ
る
い
は
戦
中
）
時
代
の
作
品
の
中
で
、
牛
島

は
そ
の
「
死
」
の
問
題
に
つ
い
て
、
引
揚
げ
関
係
作
品
と
比
べ
て
、
変
化
は

あ
る
か
ど
う
か
。
も
し
変
化
が
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。

こ
の
変
化
が
出
て
く
る
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
牛
島
文
学
に
お
け

る
「
死
生
観
」
と
は
、
い
か
な
る
存
在
と
し
て
あ
る
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て

は
、
あ
ら
た
め
て
大
き
な
課
題
と
し
て
設
定
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。 

 

さ
て
、
こ
れ
ま
で
の
私
の
「
死
」
に
対
す
る
態
度
の
変
化
は
何
故
な
の
か
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に
つ
い
て
読
者
た
ち
は
も
っ
と
も
思
考
す
べ
き
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
筆
者

は
、
こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
り
、
自
分
な
り
の
観
点
を
述
べ
た
い
と
思
う
。 

牛
島
の
引
揚
げ
作
品
群
第
一
作
「
笙
子
」
を
は
じ
め
、
作
品
群
を
全
体
的

に
把
握
す
れ
ば
、
作
家
・
牛
島
は
主
人
公
「
笙
子
」
と
自
身
を
投
影
し
た
「
私
」

を
通
し
て
、
戦
後
の
引
揚
げ
体
験
と
い
う
非
日
常
的
環
境
に
お
け
る
「
生
」

と
「
死
」
に
関
す
る
深
層
的
な
も
の
を
語
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
ま
た
、『
笙
子
』
と
い
う
作
品
を
も
っ
て
、
戦
争
（
満
洲
）
時
代
の
自

分
と
決
別
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
は
作
者
が
自
分
の

満
洲
時
代
を
総
決
算
す
る
と
と
も
に
、
戦
後
を
再
出
発
す
る
の
だ
と
装
っ
た

小
説
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

「
私
」
自
身
と
し
て
、
夫
と
離
れ
て
、
三
人
の
子
供
を
つ
れ
、
孤
独
を
感

じ
な
が
ら
、
生
き
続
け
て
い
る
「
私
」
の
姿
も
描
か
れ
て
い
る
。「
死
」
が
恐

ろ
し
い
も
の
で
あ
り
、「
生
」
も
ま
た
苦
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
間

は
信
仰
と
い
う
も
の
を
創
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
恐
ろ
し
い

「
死
」
の
後
に
絶
対
的
な
安
楽
を
得
る
た
め
に
、「
生
」
の
苦
し
み
に
耐
え
て
、

よ
り
良
く
「
生
き
る
」
こ
と
を
自
ら
に
課
す
と
い
う
仏
教
的
な
思
想
を
感
じ

さ
せ
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
作
品
群
は
単
純
な
自
伝

的
小
説
で
は
な
く
、
人
間
の
死
生
観
に
関
わ
る
深
層
的
な
問
題
が
潜
ん
で
い

る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。 

笙
子
の
人
生
・
運
命
の
変
化
が
、「
私
」
と
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

語
り
手
の
「
私
」
の
役
割
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
作
者
は

笙
子
の
こ
と
を
借
り
て
、「
私
」
の
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。「
私
」
と
笙
子
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
道
に
踏
み
込
ん
だ
が
、
実
際
に
二
人
の

人
生
は
同
じ
方
向
に
向
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
描
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り

得
る
と
私
は
考
え
る
。 

牛
島
の
ほ
か
の
作
品
を
並
べ
て
み
る
と
、「
生
」
と
「
死
」
に
か
か
わ
る
描

写
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
。「
生
」
と
「
死
」
の
問
題
は
、
作
家
・
牛
島

に
と
っ
て
、
自
分
の
文
学
世
界
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
位
置
づ
け
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、『
雪
空
』
に
お
い
て
、
秋
田
と
い
う
日
本
人
指
導

官
の
戦
死
に
つ
い
て
描
い
て
い
る
な
ど
、
牛
島
の
文
学
世
界
の
深
層
を
探
求

す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
生
と
死
の
問
題
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。 

こ
こ
で
、
改
め
て
主
人
公
の
「
笙
子
」
と
い
う
名
前
を
振
り
返
り
、
少
し

意
味
深
い
も
の
に
気
が
つ
く
。
多
田
茂
治
『
重
い
鎖
―
―
牛
島
春
子
の
昭
和

史
』(

6)

で
、
作
中
の
主
人
公
笙
子
の
名
前
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い

る
。
作
中
で
は
「
私
」
と
笙
子
を
同
級
生
と
記
し
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、

牛
島
が
昭
和
四
年
三
月
に
卒
業
し
た
久
留
米
高
等
女
学
校
当
時
の
同
級
生
名

簿
を
確
認
し
た
結
果
、「
青
木
笙
子
」
と
い
う
名
は
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
牛

島
の
創
作
名
で
あ
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
。
牛
島
は
、
な
ぜ
こ
の
引
揚
げ
第

一
作
の
主
人
公
の
名
前
を
こ
の
よ
う
に
設
定
し
た
の
か
。
作
品
の
全
体
を
読

み
終
え
た
後
、
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
実
は
「
笙
子
」
の
「
笙
」

は
あ
る
意
味
で
い
え
ば
、「
生
」
の
意
味
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
笙
子
は
一
生
を
か
け
て
「
生
き
る
」
、
「
幸
せ
に
生
き
る
」

こ
と
を
追
求
し
て
い
る
と
彼
女
の
名
前
の
設
定
か
ら
覗
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
一
つ
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
引
揚
げ
文
学
に
お

け
る
一
つ
の
大
き
な
テ
ー
マ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
今
後
の
研
究
に
お
い
て
、
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ほ
か
の
作
品
も
視
野
に
入
れ
て
継
続
的
に
注
目
し
て
い
き
た
い
。 

 
 お

わ
り
に
―
―
戦
後
初
期
の
文
学
に
お
け
る
女
性 

  

本
稿
は
、
牛
島
の
引
揚
げ
小
説
第
一
作
『
笙
子
』
を
め
ぐ
っ
て
、
二
人
の

女
性
主
人
公
の
つ
な
が
り
と
「
私
」
の
死
に
対
す
る
心
情
の
変
化
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
主
人
公
笙
子
が
結
婚
に
至
る
ま
で
の
道
は
紆
余
曲
折
で
あ
り
、

よ
う
や
く
結
婚
に
辿
っ
た
も
の
の
、
結
婚
生
活
が
予
想
外
に
不
幸
で
あ
っ
て
、

結
局
、
死
へ
の
道
を
歩
ん
だ
。
本
稿
を
閉
じ
る
に
当
た
っ
て
、
再
び
、
作
品

の
冒
頭
で
二
人
の
「
あ
ざ
な
は
れ
た
一
本
の
縄
」
の
よ
う
な
関
係
を
振
り
返

る
と
、
笙
子
と
「
私
」
と
い
う
主
人
公
は
、
す
で
に
お
互
い
に
、
相
手
の
人

生
に
溶
け
込
み
、
一
人
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
一
人
の
「
私
」

は
、
こ
の
死
に
支
え
ら
れ
て
、
次
の
新
し
い
人
生
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
る

た
め
、
「
死
」
に
対
し
て
、
親
し
み
さ
え
感
じ
て
き
た
の
だ
。
昔
、
「
私
」
に

と
っ
て
「
不
可
解
」
な
死
は
、
分
身
的
な
存
在
で
あ
る
笙
子
に
実
現
さ
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
と
し
て
の
「
私
」
に
は
、
今
ま
で
の
「
死
」
に
対
す

る
表
面
的
な
認
識
を
超
え
て
、「
死
」
に
対
す
る
内
的
な
本
質
ま
で
、
考
え
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
作
品
は
、
笙
子
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

私
自
身
が
二
つ
の
人
生
の
選
択
肢
に
対
し
て
、
笙
子
が
象
徴
し
て
い
る
過
去

の
自
分
自
身
と
の
決
別
を
実
現
し
た
こ
と
を
表
現
し
、
笙
子
は
「
私
」
の
身

代
わ
り
に
犠
牲
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
私
」
は
自
分
の
過
去
を
振
り
返

り
、
笙
子
の
死
は
「
私
」
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
の
ス
プ
リ
ン
グ
ボ
ー
ド
の
よ

う
な
存
在
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
私
」
は
、
過
去
の
人
生
と
徹
底
的
に
決

別
し
、
こ
れ
ま
で
と
違
う
生
き
方
で
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

戦
後
の
文
学
作
品
に
お
い
て
は
、
女
性
を
主
人
公
と
す
る
作
品
は
、
数
多

く
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
け
る
女
性
の
登
場
人
物
の
あ
り
方
を
詳
細

に
検
討
・
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
文
学
に
お
け
る
女
性
像
を
一
層

明
ら
か
と
す
る
こ
と
を
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。 

 

<

注>
 

 

 (

1) 

牛
島
の
年
譜
に
よ
る
と
、
彼
女
が
日
本
に
引
揚
げ
て
き
た
年
（
一
九
四
六
年
）

の
十
月
、
「
短
編
小
説
「
手
紙
」
を
「
九
州
文
化
新
聞
」
第
十
四
号
に
発
表
」
と
記

し
て
い
る
が
、
筆
者
は
未
見
。
各
作
品
集
で
も
転
載
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

(

2) 

例
え
ば
、
拘
置
所
生
活
を
描
い
た
作
品
「
秋
深
か
む
窓
」（
『
女
人
藝
術
』（
一
九

四
九
、
一
）
）
が
あ
る
。 

(

3) 

例
え
ば
、
成
田
龍
一
「
引
揚
げ
と
抑
留
」
「
岩
波
講
座
・
『
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争

４
』
「
帝
国
の
戦
争
経
験
」
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）
、
田
中
益
三
「
牛
島

の
戦
前
・
戦
後
」（
「
朱
夏
」
第
十
八
号
、
二
〇
〇
三
年
六
月
）
、
多
田
茂
治
『
満
洲
・

重
い
鎖―

牛
島
春
子
の
昭
和
史
』（
弦
書
房
、
二
〇
〇
九
年
七
月
）
な
ど
の
評
論
は
、

ほ
と
ん
ど
テ
ク
ス
ト
を
引
用
し
な
が
ら
、
主
人
公
に
お
け
る
「
解
放
」
、
ま
た
、
す

な
わ
ち
性
差
を
乗
り
越
え
る
な
ど
を
読
み
取
る
も
の
で
あ
る
。 

(

4) 

本
稿
で
本
文
の
引
用
は
川
村
湊
監
修
『
牛
島
春
子
作
品
集
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二

〇
〇
一
、
五
）
に
拠
っ
た
。 

(

5 ) 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
一
巻
（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
）
二
七
六
頁
。 

(

6) 

前
掲
書
一
五
二
頁
、
註
１
。 

 
主
指
導
教
員
（
橋
谷
英
子
教
授
）
、
副
指
導
教
員
（
廣
部
俊
也
准
教
授
・
堀
竜
一
准
教
授
） 


