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一
、
は
じ
め
に

　

太
宰
治
の
「
千
代
女
」
は
、「
改
造
」（
昭
和
16
年
６
月
）
に
掲
載
さ
れ
た

短
篇
小
説
で
あ
り
、
発
表
の
翌
々
月
に
は
、
短
篇
集
『
千
代
女
』（
筑
摩
書
房
）

に
収
録
さ
れ
、
表
題
作
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
物
語
は
、
所
謂
〈
女
性
独
白
体
〉
形
式
の
作
品
で
あ
る
。
太
宰
治
は
、

〈
女
性
独
白
体
〉
形
式
の
作
品
の
み
を
意
識
的
に
収
録
し
た
創
作
集
『
女
性
』

（
博
文
館
、
昭
和
17
年
６
月
）
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
昭
和
16
年
に
発
表
さ

れ
た
こ
の
「
千
代
女
」
は
、
刊
行
時
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
全
十
篇
の
〈
女
性

独
白
体
〉
作
品
の
内
で
唯
一
、
創
作
集
『
女
性
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

太
宰
治
は
、
こ
の
創
作
集
の
「
あ
と
が
き
」
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

�

昭
和
十
二
年
頃
か
ら
、
時
々
、
女
の
独
り
言
の
形
式
で
小
説
を
書
い
て

み
て
、
も
う
十
篇
く
ら
ゐ
発
表
し
た
。
読
み
返
し
て
み
る
と
、
あ
ま
い

所
や
、
ひ
ど
く
不
手
際
な
所
な
ど
あ
つ
て
、
作
者
は
赤
面
す
る
ば
か
り

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
形
式
を
特
に
好
き
な
人
も
多
い
と
聞
い
た

か
ら
、
こ
の
た
び
、
こ
の
女
の
独
白
形
式
の
小
説
ば
か
り
を
集
め
て
、

一
本
に
ま
と
め
て
み
た
。
題
は
、「
女
性
」
と
し
て
置
い
た
。
少
し
も

味
の
無
い
題
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
題
に
ば
か
り
凝
つ
て
ゐ
る
の
も
、
み

つ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
創
作
集
『
女
性
』
の
収
録
作
品
が
ど
の
よ
う
な
意

図
を
持
っ
て
編
成
さ
れ
て
い
る
か
が
作
者
の
言
葉
で
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
は
、「
千
代
女
」
未
収
録
の
理
由
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
あ
ま
い

所
」
や
「
ひ
ど
く
不
手
際
な
所
」
を
自
認
し
な
が
ら
も
、
意
識
的
に
同
形
式

の
作
品
を
収
録
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、
こ
の
創
作
集
が
瑕
瑾
の
な
い

作
品
ば
か
り
を
集
め
て
い
た
訳
で
は
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
太
宰

自
身
が
「
千
代
女
」
を
「
不
手
際
」
な
作
品
で
あ
る
た
め
に
創
作
集
か
ら
除

外
し
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、「
千
代
女
」
未
収
録
の
理

由
は
、
こ
の
物
語
が
創
作
集
『
女
性
』
発
刊
の
約
八
ヶ
月
前
に
刊
行
さ
れ
た

短
篇
集
『
千
代
女
』
の
表
題
作
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
に
拠
る
も
の
で

あ
る
と
推
測
で
き
る
。

　

そ
も
そ
も
、
前
述
の
通
り
「
千
代
女
」
は
、
短
篇
集
の
表
題
作
と
な
っ
て

お
り
、
後
に
『
姥
捨
』（
ポ
リ
ゴ
ン
書
房
、
昭
和
22
年
６
月（

1
（

）
に
も
収
録
さ

れ
る
の
で
あ
る
。「
不
手
際
」
な
作
品
ど
こ
ろ
か
相
当
の
自
信
作
で
あ
っ
た

と
さ
え
言
え
よ
う
。
と
す
る
と
、「
千
代
女
」
は
、
太
宰
治
の
〈
女
性
独
白
体
〉

作
品
、
或
い
は
中
期
作
品
を
考
え
る
上
で
重
要
な
作
品
の
一
つ
で
あ
る
だ
ろ

う
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
千
代
女
」は
単
独
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。

本
稿
で
は
、
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
論
点
を
確
認
し
た
後
、
語
り
手
和
子
の

自
己
認
識
に
着
目
し
て
、「
わ
か
ら
な
」
さ
を
語
る
「
千
代
女
」
の
主
人
公
、

齋
藤
　
樹
里
　

太
宰
治
「
千
代
女
」
論

　
　
―「
わ
か
ら
な
」
い
少
女
―
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和
子
の
在
り
方
の
考
察
を
試
み
る
。

　
　

二
、
同
時
代
評
・
研
究
史

　

先
ず
、
こ
こ
で
「
千
代
女
」
受
容
の
流
れ
を
整
理
し
た
い
。

　
「
千
代
女
」
は
、
同
時
代
評
を
見
る
限
り
、
概
ね
好
評
を
も
っ
て
迎
え
ら

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
初
出
の
翌
月
に
出
さ
れ
た
「
新
潮
」
掲
載
の

石
田
英
二
郎
評
で
は
、「
千
代
女
」
が
「「
煉
瓦
女
工
」
の
野
沢
富
美
子
や
、

「
綴
方
教
室
」
の
豊
田
正
子
を
諷
刺
し
た
才
気
煥
発
な
小
説（

2
（

」
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
、
同
時
代
に
活
躍
し
た
〈
書
く
少
女
〉
を
「
諷
刺
」
し
た
も
の
で
あ

る
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

　

同
時
代
の
読
者
に
は
、
作
中
の
「
寺
田
ま
さ
子
」
か
ら
豊
田
正
子
を
、「
金

澤
ふ
み
子
」
か
ら
野
沢
富
美
子
を
連
想
す
る
の
は
容
易
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

同
年
同
月
「
三
田
文
学
」
掲
載
の
「
改
造
」
評（

（
（

で
も
、「
太
宰
治
の
「
千
代
女
」

は
、
豊
田
正
子
、
野
沢
富
美
子
を
狙
ふ
一
少
女
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
太
宰
治

一
流
の
世
界
が
繰
り
拡
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
な
ど
は
太
宰
を
理
解
す
る
に

一
番
解
り
易
い
作
品
で
あ
ら
う
。」
と
、
同
時
代
の
〈
書
く
少
女
〉
の
存
在

を
前
提
に
こ
の
物
語
が
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

つ
ま
り
、
同
時
代
に
お
い
て
、「
千
代
女
」
は
、
豊
田
正
子
、
野
沢
富
美

子
と
い
っ
た
実
在
す
る
〈
書
く
少
女
〉
た
ち
、
雑
誌
「
赤
い
鳥
」（
作
中
で

は
「
青
い
鳥
」）、
鈴
木
三
重
吉
（
作
中
で
は
「
岩
見
先
生
」）、
生
活
綴
方
運

動
と
い
っ
た
文
脈
で
こ
の
作
品
が
理
解
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
窺
い
知
れ
る
。

「
千
代
女
」
に
お
け
る
一
部
の
作
中
人
物
や
用
語
は
同
時
代
の
人
物
・
出
来

事
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
は
太
宰
の
明
ら
か

な
パ
ロ
デ
ィ
ー
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
と
す
る
と
、
同
時
代
の

〈
書
く
少
女
〉
た
ち
の
「
諷
刺
」
で
あ
る
と
捉
え
た
石
田
評
の
読
み
は
尤
も

で
あ
ろ
う
。「
千
代
女
」
は
こ
れ
ら
の
同
時
代
の
動
き
を
も
、
物
語
に
含
み

こ
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
千
代
女
」
研
究
に
お
い
て
も
、
綴
方
を
軸
と
し
た
こ
の
一
連
の
記
号
に

つ
い
て
触
れ
る
も
の
は
多
く
、
木
村
小
夜
論（

（
（

、
安
藤
恭
子
論（

5
（

、
井
原
あ
や
論（

6
（

等
が
言
及
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
他
の
〈
女
性
独
白
体
〉
作
品
と
の
比
較
か
ら
「
千
代
女
」
を
批

判
す
る
同
時
代
評
も
存
在
す
る
。例
え
ば
、「
現
代
文
学
」掲
載
の
座
談
会「
昭

和
十
六
年
の
文
学
を
語
る（

7
（

」
で
は
、
大
井
広
介
と
平
野
謙
が
以
下
の
よ
う
な

や
り
と
り
を
し
て
い
る
。

　
　

�

大
井　

太
宰
治
の
「
千
代
女
」
で
す
ね
。「
き
り
ぎ
り
す
」
で
非
難
さ

れ
る
夫
の
中
に
作
者
自
身
を
含
め
て
ゐ
た
の
と
、
綴
方
の
天
才
少
女
と

い
ふ
設
定
に
な
ぞ
ら
へ
た
「
千
代
女
」
は
同
巧
異
曲
で
す
け
れ
ど
、
あ

が
り
は
一
段
と
手
際
い
い
が
、
あ
ん
ま
り
楽
に
や
れ
す
ぎ
て
ゐ
る
。
自

己
批
判
の
苦
し
み
と
い
ふ
や
う
な
も
の
が
全
然
み
う
け
ら
れ
ぬ
や
う

な
、
一
種
の
型
が
で
き
あ
が
り
、
そ
れ
を
使
ひ
安
楽
に
や
つ
て
ゐ
る
と

い
ふ
。

　
　

平
野　

そ
れ
は
、
さ
う
で
す
ね
。

　

こ
こ
で
、
大
井
は
「
き
り
ぎ
り
す
」（「
新
潮
」
昭
和
15
年
11
月
）
と
「
千

代
女
」
を
同
じ
位
置
の
作
品
と
見
做
し
、「
き
り
ぎ
り
す
」
の
夫
と
「
千
代
女
」

の
和
子
に
作
者
で
あ
る
太
宰
治
の
影
を
見
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
千
代
女
」

の
技
巧
を
一
応
褒
め
な
が
ら
も
、「
自
己
批
判
の
苦
し
み
」
と
い
う
創
作
上

の
精
神
の
欠
如
、
作
品
の
類
型
化
と
そ
れ
に
伴
う
「
安
楽
」
さ
を
批
判
す
る

の
で
あ
る
。
要
す
る
に
大
井
は
、「
千
代
女
」
か
ら
、
技
巧
面
に
走
り
、
精

神
性
を
忘
れ
る
太
宰
の
姿
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
平
野
も
そ
れ
に
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同
意
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

次
に
、「
千
代
女
」
研
究
史
の
概
略
へ
と
移
り
た
い
。
研
究
史
で
は
、「
千

代
女
」
の
和
子
の
〈
文
才
〉
や
〈
書
く
こ
と
〉
等
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
き

た
。

　

木
村
論
で
は
、「
冷
静
な
ら
ざ
る
回
想
と
い
う
形
」
が
和
子
に
様
々
な
矛

盾
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
し
、
分
裂
し
て
い
る
和
子
の
姿
を
捉
え
る
。
そ
し

て
、
和
子
は
結
局
、「
他
者
の
評
価
に
よ
っ
て
し
か
自
分
の
才
能
を
自
覚
で

き
な
い
不
幸
、
そ
れ
ゆ
え
に
不
当
な
評
価
を
受
け
た
た
め
に
才
能
に
自
信
を

も
て
な
く
な
っ
た
、
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
自
分
の
才
能
を
意
識
し
て

い
な
か
っ
た
状
態
に
は
も
は
や
戻
れ
な
い
、
と
い
う
不
幸
」
に
陥
っ
て
い
た

の
だ
と
論
じ
て
い
る
。

　

一
方
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
を
援
用
し
て
「
千
代
女
」
を
読
み
解
く
千
田
洋
幸

論（
（
（

で
は
、「「
女
の
言
葉
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
は
ず
の
「
千
代
女
」
の

物
語
は
、「
私
」
の
言
葉
に
対
す
る
男
た
ち
の
管
理
を
た
え
ず
呼
び
こ
む
こ

と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
、
彼
ら
の
言
葉
の
引
用
の
モ
ザ
イ
ク
と
し
て
織
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
る
」
と
、
和
子
の
言
葉
が
男
た
ち
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。「
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
一
見
「
男
性
」
的
な
言
語
を
脱
構

築
す
る
か
の
よ
う
な
「
女
語
り
」
と
い
う
方
法
そ
れ
自
体
が
、
じ
つ
は
男
性

中
心
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
逆
説
を
、
読

者
の
前
に
つ
き
つ
け
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。」と
い
う
千
田
論
の
指
摘
は
、「
千

代
女
」
の
み
な
ら
ず
、
太
宰
治
の
〈
女
性
独
白
体
〉
を
検
討
す
る
上
で
実
に

示
唆
的
で
あ
ろ
う
。

　

安
藤
論
は
、「
千
代
女
」
に
「
綴
方
・
小
説
・
俳
句
と
い
う
三
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
（
そ
の
ほ
か
不
随
的
に
日
記
も
）
が
登
場
」
す
る

こ
と
に
着
目
し
、「
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
ジ
ャ
ン
ル

と
し
て
分
類
さ
れ
つ
つ
、
そ
の
境
界
が
曖
昧
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
境
界

が
境
界
の
ま
ま
、
こ
れ
ら
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
「
和
子
」
に
つ
き
つ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。」
と
、
曖
昧
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
境
界
を
指
摘
、

既
成
の
言
葉
に
回
収
し
得
な
い
自
己
を
、
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
そ
う

と
す
る
も
の
の
、
自
分
自
身
が
未
だ
見
え
て
い
な
い
少
女
和
子
の
姿
を
提
出

し
た
。

　

ま
た
、
井
原
論
は
、
昭
和
十
年
代
と
い
う
同
時
代
に
即
し
た
読
み
で
「
千

代
女
」
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
論
で
は
、
綴
方
に
関
す
る
コ
ー
ド
を
読
み

解
き
つ
つ
、「〈
理
想
の
少
女
像
〉
で
あ
る
「
寺
田
ま
さ
子
」
や
「
金
澤
ふ
み

子
」か
ら
遠
く
離
れ
て
、評
価
に
値
し
な
い
自
分
を
和
子
は「
駄
目
」と
括
」っ

て
い
た
の
だ
と
し
、「「
私
は
千
代
女
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
呟
き
は
、

当
代
の
理
想
的
な
〈
千
代
女
た
ち
〉
を
飛
び
越
え
る
和
子
の
自
立
を
意
味
し

て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
、「
和
子
の
自
立
宣
言
」
と
し
て
「
千
代
女
」
を
読

み
解
い
て
い
る
。

　
〈
書
く
こ
と
〉
に
着
目
し
た
青
木
京
子
論（

9
（

は
、
全
篇
を
通
じ
た
登
場
人
物

の
「
ち
ぐ
は
ぐ
な
言
動
」
の
繰
り
返
し
を
挙
げ
、「
千
代
女
」
に
は
始
終
「
笑

い
」
と
「
ユ
ー
モ
ア
」
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
、「「
千
代
女
」
そ
の

も
の
が
〈
ユ
ー
モ
ア
小
説
〉
と
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
和
子
は
子

供
の
頃
か
ら
そ
れ
を
目
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
。」
と
纏
め
て
い
る
。
ま
た
、

「「
千
代
女
」は「
綴
方
」は
書
け
て
も「
小
説
」を
書
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
文
学
少
女
に
つ
い
て
書
か
れ
た
作
品
」
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
指
摘
も
見

逃
せ
な
い
。

　

櫻
田
俊
子
論（
（1
（

は
、「「
和
子
」
の
言
説
は
、
他
者
に
よ
っ
て
自
己
確
立
を
無

理
矢
理
強
制
さ
せ
ら
れ
、
お
の
ず
と
他
者
が
望
む
「
私
」
を
演
じ
ざ
る
を
得

な
い
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
模
倣
し
、
そ
れ
か
ら
は
ず
れ
な
い
よ
う
に
生

き
ざ
る
を
得
な
い
困
惑
」
を
示
し
て
お
り
、「
千
代
女
」
が
「
他
者
の
評
価

を
与
え
ら
れ
た
途
端
、「
書
け
な
く
な
っ
た
」
少
女
、
他
者
の
評
価
に
よ
り
、
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存
在
が
揺
ら
ぐ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
た
少
女
の
言
説
」
で

あ
る
と
述
べ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、「
書
け
な
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
作
者

の
言
説
、
太
宰
の
自
意
識
の
在
り
方
の
問
題
で
も
あ
る
」
の
だ
と
指
摘
し
て

い
る
。

　

以
上
、
作
品
発
表
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
「
千
代
女
」
が
ど
の
よ
う
に
読

ま
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
し
て
き
た
。「
千
代
女
」
は
様
々
な
視
点
か
ら
読

み
解
か
れ
て
い
る
が
、
先
行
論
は
概
ね
、
和
子
は
い
か
な
る
人
物
で
あ
る
の

か
、
和
子
の
語
り
は
一
体
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
主
人
公
か
つ
語
り
手
で

あ
る
和
子
や
彼
女
の
語
り
の
在
り
方
を
問
う
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
問

題
を
究
明
す
る
た
め
に
は
、
何
よ
り
も
先
ず
和
子
の
自
己
認
識
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
人
称
で
語
ら
れ
る
「
千
代
女
」
で
は
、
和
子

が
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
自
己
を
ど
の
よ
う
に
物
語
化
し
て
い
る
か

を
読
み
解
く
こ
と
で
、
和
子
を
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
和
子
が
「
私
」
を
い
か
に
把
捉
し
て
い
る
か
に
着

目
し
て
、
論
じ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
　

三
、
揺
れ
る
「
私
」

　
「
千
代
女
」
と
は
、「
天
才
少
女
」
の
話
で
は
な
く
、〈
天
才
〉
或
い
は
〈
非

才
〉で
あ
る
と
は
っ
き
り
自
己
同
定
で
き
な
い
少
女
の
話
な
の
で
は
な
い
か
。

　
　

�　

女
は
、
や
つ
ぱ
り
、
駄
目
な
も
の
な
の
ね
。
女
の
う
ち
で
も
、
私
と

い
ふ
女
ひ
と
り
が
、
だ
め
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
つ
く
づ

く
私
は
、
自
分
を
駄
目
だ
と
思
ひ
ま
す
。
さ
う
言
ひ
な
が
ら
も
、
ま
た
、

心
の
隅
で
、
そ
れ
で
も
ど
こ
か
一
つ
い
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
と
、
自

分
を
た
の
み
に
し
て
ゐ
る
頑
固
な
も
の
が
、
根
づ
よ
く
黒
く
、
わ
だ
か

ま
つ
て
居
る
や
う
な
気
が
し
て
、
い
よ
い
よ
自
分
が
、
わ
か
ら
な
く
な

り
ま
す
。
私
は
、
い
ま
、
自
分
の
頭
に
錆
び
た
鍋
で
も
被
つ
て
ゐ
る
や

う
な
、
と
つ
て
も
重
く
る
し
い
、
や
り
切
れ
な
い
も
の
を
感
じ
て
居
り

ま
す
。
私
は
、
き
つ
と
、
頭
が
悪
い
の
で
す
。
本
当
に
、
頭
が
悪
い
の

で
す
。
も
う
、
来
年
は
、
十
九
で
す
。
私
は
、
子
供
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
「
千
代
女
」
の
冒
頭
で
あ
る
が
、
ほ
ん
の
数
行
の
間
で
、「
私
」
は
大
き
く

揺
れ
て
い
る
。
自
分
を
「
駄
目
」
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、「
ど
こ
か
一
つ
い

い
と
こ
ろ
が
あ
る
」
と
自
分
を
信
じ
て
い
る
。
こ
の
、
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
も

ど
か
し
い
状
態
を
抱
え
、
和
子
は
「
自
分
が
、
わ
か
ら
な
」
い
の
だ
と
い
う
。

　

冒
頭
の
み
な
ら
ず
、
物
語
全
篇
に
お
い
て
、
和
子
は
常
に
揺
れ
て
い
る
。

「
低
能
の
文
学
少
女
」
を
自
称
す
る
和
子
は
、
才
能
の
な
さ
を
繰
り
返
し
な

が
ら
も
、
一
方
で
自
分
が
い
か
に
「
天
才
少
女
」
で
あ
る
か
を
も
語
る
。
こ

の
揺
れ
を
、
前
述
の
木
村
論（

（
（

は
「
分
裂
し
矛
盾
し
た
意
識
」
と
表
現
し
て
お

り
、
非
常
に
示
唆
に
富
む
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
あ
る
一
点
か
ら
過
去

を
回
想
し
た
際
、
そ
れ
が
一
貫
し
た
一
つ
の
意
識
や
物
語
に
回
収
で
き
る
と

い
う
一
般
的
な
認
識
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
統
合
さ
れ
た
意
識
や
姿
と
い
っ

た
も
の
が
背
後
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
す
る
と
、
自
身
の
揺
れ
を
語
り
な
が
ら
、「
自
分
が
、
わ
か
ら
な
く
な

り
ま
す
。」
と
語
る
和
子
も
、
同
様
の
認
識
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
え
そ

う
で
あ
る
。
つ
ま
り
和
子
は
、
過
去
の
自
分
と
現
在
の
自
分
を
、
そ
し
て
現

在
の
自
分
の
様
々
な
揺
ら
ぎ
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
藻
搔
き
、
そ
の
同
一
化
が

巧
く
い
か
な
い
こ
と
に
混
乱
し
て
い
る
の
だ
。
過
去
の
人
生
を
振
り
返
り
、

自
分
が
「
駄
目
」
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
低
能
の
文
学
少
女
」
物
語
を
生

成
し
よ
う
と
し
て
も
そ
こ
に
自
分
の
過
去
を
回
収
で
き
ず
、
翻
っ
て
「
天
才

少
女
」
物
語
を
生
成
し
よ
う
と
す
る
と
挫
折
し
て
し
ま
う
、
こ
の
よ
う
に
自
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己
を
統
一
的
に
語
る
こ
と
の
出
来
な
い
状
況
下
で
、
和
子
は
焦
り
を
抱
え
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
「
も
う
、
来
年
は
、
十
九
で
す
」
と
、
自
身
の
年
齢
を
「
も
う
」
と
い
う

時
間
感
覚
で
捉
え
る
姿
か
ら
も
、
和
子
の
焦
燥
を
見
て
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。

少
女
は
、「
子
供
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
語
る
が
、
と
は
い
え
「
大
人
」
で

あ
る
と
も
言
い
切
れ
な
い
境
界
に
立
ち
な
が
ら
、〈「
私
」
と
は
一
体
何
者
で

あ
る
の
か
〉
と
い
う
大
き
な
謎
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

太
宰
治
の
〈
女
性
独
白
体
〉
が
、
語
る
行
為
自
体
を
も
物
語
の
一
部
と
し

て
読
み
取
ら
せ
る
仕
組
み
を
も
つ
の
だ
と
し
た
ら
、
自
己
を
規
定
し
よ
う
と

す
る
和
子
の
語
り
の
動
き
そ
の
も
の
が
、「
千
代
女
」
の
物
語
の
一
部
な
の

で
あ
る
。
で
は
、
和
子
は
ど
の
よ
う
に
自
己
を
規
定
し
て
い
く
の
か
。
こ
こ

で
、
語
り
出
し
へ
と
戻
り
た
い
。

　

和
子
は
「
女
は
、
や
つ
ぱ
り
、
駄
目
な
も
の
な
の
ね
。
女
の
う
ち
で
も
、

私
と
い
ふ
女
ひ
と
り
が
、
だ
め
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
つ
く
づ

く
私
は
、
自
分
を
駄
目
だ
と
思
ひ
ま
す
。」
と
語
る
。
こ
れ
が
、
奇
異
な
語

り
で
あ
る
こ
と
は
、
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
、「
女
」

で
あ
る
こ
と
と
、「
駄
目
」
で
あ
る
こ
と
の
連
関
は
皆
無
で
あ
り
、
も
ち
ろ

ん
物
語
の
展
開
に
従
っ
て
、
後
に
そ
れ
ら
が
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
つ

ま
り
、
和
子
は
当
然
の
よ
う
に
「
女
」
は
「
駄
目
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る

が
、「
女
」
＝
「
駄
目
」
と
い
う
和
子
の
論
理
に
は
必
然
性
が
ま
る
で
な
い

の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
論
者
は
、
こ
こ
で
、
太
宰
の
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
的
傾
向

を
指
摘
し
た
い
の
で
は
な
い
。こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、「
女
の
う
ち
で
も
、

私
と
い
ふ
女
ひ
と
り
」
と
い
う
和
子
の
語
り
の
在
り
方
、
要
す
る
に
、
自
分

を
語
る
際
に
「
女
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
求
め
る
和
子
の
在
り
方
な
の
で

あ
る
。
そ
の
姿
は
、
例
え
ば
、「
皮
膚
と
心
」（「
文
学
界
」
昭
和
1（
年
11
月
）

の
「
私
」
が
、
自
分
を
無
理
に
「
女
」
へ
と
自
己
規
定
し
て
い
く
様（
（（
（

へ
と
重

な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
考
え
た
い
の
は
、
現
在
の
和
子
の
位
置
で
あ
る
。
当
時
の
既
婚
女

性
た
ち
は
、
明
治
民
法
の
元
、
夫
の
家
に
入
る
訳
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
彼
女
た
ち
は
「
○
○
の
妻
」「
○
○
夫
人
」
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
自
己

を
規
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
和
子
は
未
婚
で
あ
る
た
め
誰
か

の
「
妻
」
だ
と
自
己
を
規
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。「
千
代
女
」
の
七
ヶ

月
前
に
「
新
潮
」
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
「
き
り
ぎ
り
す
」
の
「
私
」
は
「
十
九

の
春
に
、
見
合
い
を
し
」
た
と
あ
る
か
ら
、
同
時
代
状
況
か
ら
い
っ
て
も
「
来

年
は
、
十
九
」
に
な
る
和
子
は
結
婚
を
視
野
に
入
れ
て
良
い
年
齢
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
柏
木
の
叔
父
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
い
。

　
　

�

和
子
は
結
局
は
、
小
説
家
に
な
る
よ
り
他
に
仕
様
の
な
い
女
な
の
だ
、

こ
ん
な
に
、
へ
ん
に
頭
の
い
い
子
は
、
と
て
も
、
ふ
つ
う
の
お
嫁
さ
ん

に
は
な
れ
な
い
、
す
べ
て
を
あ
き
ら
め
て
、
芸
術
の
道
に
精
進
す
る
よ

り
他
は
無
い
ん
だ
等
と
、
父
の
留
守
の
時
に
は
、
大
声
で
私
と
母
に
言

つ
て
聞
か
せ
る
の
で
し
た
。

　

柏
木
の
叔
父
は
、
和
子
が
「
ふ
つ
う
の
お
嫁
さ
ん
に
は
な
れ
な
い
」
と
言

う
。
つ
ま
り
柏
木
の
叔
父
は
、
和
子
が
誰
か
の
「
妻
」
と
し
て
自
己
を
規
定

す
る
道
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
叔
父
の
言
葉
を
、
和
子

は
憎
み
な
が
ら
も
内
面
化
し
つ
つ
あ
る
と
言
え
る
。

　
　

�　

叔
父
さ
ん
の
言
葉
が
、
あ
た
つ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
は

そ
の
翌
年
に
女
学
校
を
卒
業
し
て
、
つ
ま
り
、
今
は
、
そ
の
叔
父
さ
ん

の
悪
魔
の
や
う
な
予
言
を
、
死
ぬ
ほ
ど
強
く
憎
ん
で
ゐ
な
が
ら
、
或
ひ

は
さ
う
か
も
知
れ
ぬ
と
心
の
隅
で
、
こ
つ
そ
り
肯
定
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
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も
あ
る
の
で
す
。
私
は
、
だ
め
な
女
で
す
。
き
つ
と
、
頭
が
悪
い
の
で

す
。
自
分
で
自
分
が
、
わ
か
ら
な
く
な
つ
て
来
ま
し
た
。
女
学
校
を
出

た
ら
、
急
に
私
は
、
人
が
変
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
私
は
、
毎
日
毎
日
、

退
屈
で
す
。

　
「
妻
」
と
い
う
位
置
を
獲
得
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
心
の
中
で
肯

定
す
る
和
子
は
、
そ
れ
で
も
自
分
が
「
だ
め
な
女
」、「
女
」
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
て
い
く
。
ま
た
、
和
子
が
「
女
学
校
を
卒
業
し
て
、
つ
ま
り
、
今
」

と
い
う
時
に
当
っ
て
叔
父
の
言
葉
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
、「
女
学
校
を

出
た
ら
、
急
に
私
は
、
人
が
変
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。」
と
述
べ
て
い
る
こ

と
に
も
着
目
し
た
い
。
和
子
は
、
女
学
生
と
い
う
立
場
に
自
己
を
規
定
で
き

な
く
な
っ
た
不
安
定
な
「
今
」
だ
か
ら
こ
そ
、「
自
分
で
自
分
が
、
わ
か
ら

な
く
な
つ
て
来
」
る
、
と
い
う
状
況
に
陥
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　

四
、
和
子
の
才
能

　
「
千
代
女
」は
、和
子
の
才
能
の
有
無
を
軸
に
解
読
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、

そ
も
そ
も
和
子
に
文
才
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
文
才
と
は
何
か
、
と
い

う
問
い
は
簡
単
に
答
え
を
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
留
保
し
、
こ
こ
で
は

和
子
の
文
章
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
て
考
え

て
行
き
た
い
。

　
　

�　

十
二
の
時
に
、
柏
木
の
叔
父
さ
ん
が
、
私
の
綴
方
を
「
青
い
鳥
」
に

投
書
し
て
下
さ
つ
て
、そ
れ
が
一
等
に
当
選
し
、選
者
の
偉
い
先
生
が
、

恐
ろ
し
い
く
ら
ゐ
に
褒
め
て
下
さ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
私
は
、
駄
目
に
な

り
ま
し
た
。
あ
の
時
の
綴
方
は
、
恥
づ
か
し
い
。
あ
ん
な
の
が
、
本
当

に
、
い
い
の
で
せ
う
か
。
ど
こ
が
、
い
つ
た
い
、
よ
か
つ
た
の
で
せ
う
。

［
中
略
］
何
だ
か
、
あ
ま
り
子
供
つ
ぽ
く
、
甘
え
す
ぎ
て
ゐ
ま
す
か
ら
、

私
は
、
い
ま
考
へ
る
と
、
い
ら
い
ら
し
ま
す
。

　

和
子
は
、「
ど
こ
が
、
い
つ
た
い
、
よ
か
つ
た
の
で
せ
う
」
と
自
身
の
綴

方「
お
使
ひ
」の
良
さ
が
わ
か
ら
な
い
。自
分
の
綴
方
を「
恥
づ
か
し
い
」「
あ

ま
り
に
子
供
つ
ぽ
く
、
甘
え
す
ぎ
て
ゐ
」
る
と
批
判
す
る
和
子
の
語
り
か
ら

は
、「
い
ま
」
な
ら
も
っ
と
上
手
に
書
け
る
、
と
い
う
気
持
ち
が
透
け
て
見

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
綴
方
は
七
年
前
の
作
品
で
あ
り
、
当
時
の
和
子
は
「
子

供
つ
ぽ
い
」
も
何
も
実
際
に
「
子
供
」
な
の
で
あ
る
。「
ど
こ
が
、
い
つ
た
い
、

よ
か
つ
た
の
で
せ
う
。」
と
述
べ
る
「
い
ま
」
の
和
子
に
は
、
選
者
が
こ
の

綴
方
の
ど
こ
を
評
価
し
た
か
が
わ
か
っ
て
い
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
和
子
に

は
綴
方
に
関
し
て
目
利
き
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
は
、「
春
日
町
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
　

�

ま
た
、
そ
の
す
ぐ
次
に
、
や
つ
ぱ
り
柏
木
の
叔
父
さ
ん
に
す
す
め
ら
れ

て
、「
春
日
町
」
と
い
う
綴
方
を
投
書
し
た
と
こ
ろ
が
、
こ
ん
ど
は
投

書
欄
で
は
無
し
に
、
雑
誌
の
一
ば
ん
は
じ
め
の
ペ
エ
ジ
に
、
大
き
な
活

字
で
掲
載
せ
ら
れ
て
居
り
ま
し
た
。［
中
略
］「
春
日
町
」
が
、
雑
誌
に

載
つ
た
時
に
は
、
そ
の
同
じ
雑
誌
に
は
、
選
者
の
岩
見
先
生
が
、
私
の

綴
方
の
二
倍
も
三
倍
も
長
い
感
想
文
を
書
い
て
下
さ
つ
て
、
私
は
そ
れ

を
読
ん
で
淋
し
い
気
持
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
が
、
私
に
だ
ま
さ
れ
て

ゐ
る
の
だ
、
と
思
ひ
ま
し
た
。
岩
見
先
生
の
は
う
が
、
私
よ
り
も
、
ず

つ
と
心
の
美
し
い
、
単
純
な
お
か
た
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。

　
「
雑
誌
の
一
ば
ん
は
じ
め
の
ペ
エ
ジ
に
、
大
き
な
活
字
で
掲
載
せ
ら
れ
」



― 65 ―

太宰治「千代女」論　―「わからな」い少女―

た
こ
と
も
、「
選
者
の
岩
見
先
生
が
、
私
の
綴
方
の
二
倍
も
三
倍
も
長
い
感

想
文
を
書
い
て
下
さ
つ
」
た
こ
と
も
、
和
子
の
「
春
日
町
」
が
高
評
価
を
得

た
証
左
で
あ
る
。
し
か
し
、
和
子
は
、
自
分
の
綴
方
の
「
値
打
」
を
否
定
す

る
。

　
　

�

学
校
で
は
、
受
持
の
澤
田
先
生
が
、
綴
方
の
お
時
間
に
あ
の
雑
誌
を
教

室
に
持
つ
て
来
て
、
私
の
「
春
日
町
」
の
全
文
を
、
黒
板
に
書
き
写
し
、

ひ
ど
く
興
奮
な
さ
れ
て
、
一
時
間
、
叱
り
飛
ば
す
や
う
な
声
で
私
を
、

ほ
め
て
下
さ
い
ま
し
た
。
私
は
息
が
く
る
し
く
な
つ
て
、
眼
の
さ
き
が

も
や
も
や
暗
く
、
自
分
の
か
ら
だ
が
石
に
な
つ
て
行
く
や
う
な
、
お
そ

ろ
し
い
気
持
が
致
し
ま
し
た
。
こ
ん
な
に
、
ほ
め
ら
れ
て
も
、
私
に
は

そ
の
値
打
が
無
い
の
が
わ
か
つ
て
ゐ
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
後
、
下
手
な

綴
方
を
書
い
て
、
み
ん
な
に
笑
は
れ
た
ら
、
ど
ん
な
に
恥
づ
か
し
く
、

つ
ら
い
事
だ
ら
う
と
、
そ
の
事
ば
か
り
が
心
配
で
、
生
き
て
ゐ
る
気
も

し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
澤
田
先
生
だ
つ
て
、
本
当
に
私
の
綴
方
に
感

心
な
さ
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
く
、
私
の
綴
方
が
雑
誌
に
大
き
い
活
字
で

印
刷
さ
れ
、
有
名
な
岩
見
先
生
に
褒
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
で
、

あ
ん
な
に
興
奮
し
て
い
ら
つ
し
や
る
の
だ
ら
う
と
い
ふ
事
は
、
子
供
心

に
も
、
た
い
て
い
察
し
が
附
い
て
居
り
ま
し
た
か
ら
、
な
ほ
の
こ
と
淋

し
く
、
た
ま
ら
な
い
気
持
で
し
た
。

　

七
年
前
の
和
子
は
、
自
分
の
綴
方
が
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
疑
い
、
新
た
な
綴
方
を
書
く
こ
と
に
不
安
を
覚
え
る
。
和
子
は
自
分
の

綴
方
の
才
能
を
信
じ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
故
に
澤
田
先
生
の
評
価
も
素
直
に

受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
和
子
の
語
り
か
ら
は
澤
田
先
生
の
胸
中
は

分
か
り
得
な
い
が
、
こ
こ
で
は
澤
田
先
生
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
和

子
を
激
賞
し
た
か
よ
り
も
、和
子
が
周
囲
の
評
価
に「
な
ほ
の
こ
と
淋
し
く
、

た
ま
ら
な
い
気
持
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
他
者
に
よ

る
評
価
と
自
己
評
価
と
の
間
の
ズ
レ
が
、
和
子
を
そ
の
よ
う
な
心
持
ち
に
さ

せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

和
子
へ
の
評
価
は
、大
人
ば
か
り
で
な
く
子
供
た
ち
へ
も
伝
染
し
て
い
く
。

　
　

�

学
校
の
お
友
達
は
、
急
に
私
に
よ
そ
よ
そ
し
く
な
つ
て
、
そ
れ
ま
で
一

ば
ん
仲
の
良
か
つ
た
安
藤
さ
ん
さ
へ
、
私
を
一
葉
さ
ん
だ
の
、
紫
式
部

さ
ま
だ
の
と
意
地
の
わ
る
い
、
あ
ざ
け
る
や
う
な
口
調
で
呼
ん
で
、
つ

い
と
私
か
ら
逃
げ
て
行
き
、
そ
れ
ま
で
あ
ん
な
に
き
ら
つ
て
ゐ
た
奈
良

さ
ん
や
今
井
さ
ん
の
グ
ル
ウ
プ
に
飛
び
込
ん
で
、
遠
く
か
ら
私
の
は
う

を
ち
ら
ち
ら
見
て
は
何
や
ら
囁
き
合
い
、
そ
の
う
ち
に
、
わ
あ
い
と
、

み
ん
な
一
緒
に
声
を
合
せ
て
、げ
び
た
囃
し
か
た
を
致
し
ま
す
。私
は
、

も
う
一
生
、
綴
方
を
書
く
ま
い
と
思
ひ
ま
し
た
。
柏
木
の
叔
父
さ
ん
に

お
だ
て
ら
れ
て
、
う
つ
か
り
投
書
し
た
の
が
、
い
け
な
か
つ
た
の
で
し

た
。

　
「
一
葉
さ
ん
」「
紫
式
部
さ
ま
」
は
、
共
に
〈
書
く
女
〉
の
成
功
例
で
あ
る

が
、
和
子
は
そ
の
呼
び
方
に
「
意
地
の
わ
る
い
、
あ
ざ
け
る
や
う
な
口
調
」

を
感
じ
る
。
安
藤
さ
ん
を
は
じ
め
と
す
る
子
供
た
ち
に
本
当
に
悪
意
が
存
在

し
て
い
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
大
人
た
ち
に
よ
る
評
価
や
特
別
視
が
、

子
供
た
ち
と
和
子
の
間
に
障
壁
を
作
る
原
因
と
な
る
の
も
無
理
は
な
い
だ
ろ

う
。
和
子
の
「
も
う
一
生
、
綴
方
を
書
く
ま
い
」
と
い
う
決
意
は
、
綴
方
を

め
ぐ
る
他
者
に
よ
る
評
価
が
、
和
子
を
苦
し
め
る
こ
と
を
知
っ
た
上
で
な
さ

れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
和
子
の
才
能
が
綴
方
に
限
っ
て
発
揮
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
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「
お
茶
の
水
の
女
学
校
」
に
通
う
こ
と
に
な
っ
て
か
ら
、「
作
文
の
お
時
間

に
も
、
私
は
気
楽
に
書
い
て
、
普
通
の
お
点
を
も
ら
つ
て
ゐ
ま
し
た
。」
と

あ
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
。
し
か
し
、
い
つ
の
間
に
か
、
和
子
の
才
能
は
、

綴
方
の
才
能
か
ら
文
才
へ
、
綴
方
か
ら
小
説
へ
と
ス
ラ
イ
ド
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

　
　

�

小
説
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
、
人
の
秘
密
の
悪
事
ば
か

り
を
書
い
て
ゐ
る
の
で
せ
う
。
私
は
、
み
だ
ら
な
空
想
を
す
る
、
不
潔

な
女
に
な
り
ま
し
た
。
い
ま
こ
そ
私
は
、
い
つ
か
叔
父
さ
ん
に
教
へ
ら

れ
た
や
う
に
、
私
の
見
た
事
、
感
じ
た
事
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
い
て
神

様
に
お
詫
び
し
た
い
と
も
思
ふ
の
で
す
が
、
私
に
は
、
そ
の
勇
気
が
あ

り
ま
せ
ん
。
い
い
え
、
才
能
が
無
い
の
で
す
。
そ
れ
こ
そ
頭
に
錆
た
鍋

で
も
被
つ
て
ゐ
る
や
う
な
、と
つ
て
も
や
り
切
れ
な
い
気
持
だ
け
で
す
。

私
に
は
、
何
も
書
け
ま
せ
ん
。
こ
の
ご
ろ
は
、
書
い
て
み
た
い
と
も
思

ふ
の
で
す
。
先
日
も
私
は
、
こ
つ
そ
り
筆
な
ら
し
に
、
眠
り
箱
と
い
ふ

題
で
、
た
わ
い
も
な
い
或
る
夜
の
出
来
事
を
手
帖
に
書
い
て
、
叔
父
さ

ん
に
読
ん
で
も
ら
つ
た
の
で
し
た
。
す
る
と
叔
父
さ
ん
は
、
そ
れ
を
半

分
も
読
ま
ず
に
手
帖
を
投
げ
出
し
、
和
子
、
も
う
い
い
加
減
に
、
女
流

作
家
は
あ
き
ら
め
る
の
だ
ね
、
と
興
醒
め
た
、
ま
じ
め
な
顔
を
し
て
言

ひ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
、
叔
父
さ
ん
が
、
私
に
、
文
学
と
い
ふ
も
の

は
特
種
の
才
能
が
無
け
れ
ば
駄
目
な
も
の
だ
と
、
苦
笑
し
な
が
ら
忠
告

め
い
た
事
を
お
つ
し
や
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。［
中
略
］
炬
燵
に
は

い
つ
て
雑
誌
を
読
ん
で
ゐ
た
ら
眠
く
な
つ
て
来
た
の
で
、
炬
燵
は
人
間

の
眠
り
箱
だ
と
思
つ
た
、と
い
ふ
小
説
を
一
つ
書
い
て
お
見
せ
し
た
ら
、

叔
父
さ
ん
は
中
途
で
投
げ
出
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
私
が
、
あ
と
で
読

ん
で
み
て
も
、な
る
ほ
ど
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。ど
う
し
た
ら
、

小
説
が
上
手
に
な
れ
る
だ
ら
う
か
。

　

綴
方
と
小
説
が
別
物
で
あ
る
こ
と
は
、
綴
方
に
関
す
る
同
時
代
の
言
説
か

ら
も
窺
え
る
。
た
と
え
ば
菊
池
寛
は
、
綴
方
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
で
あ
る
豊

田
正
子
（
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
「
寺
田
ま
さ
子
」
は
、
彼
女
を
連
想
さ
せ

る
よ
う
に
名
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
）
を
「
思
ひ
切
つ
て
小
説
家
に

し
た
方
が
い
い
か
も
知
れ
な
い
ね
」
と
述
べ
て
い
る（
（1
（

が
、「
思
ひ
切
つ
て
」

と
い
う
語
彙
選
択
は
、
綴
方
と
小
説
が
単
純
に
接
続
で
き
る
も
の
で
は
な
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
和
子
は
、
綴
方
と
小
説
、
隔
絶
の
あ
る
二

つ
ジ
ャ
ン
ル
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
関
す
る
才
能
を
混
同
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
和
子
は
「
小
説
と
い
ふ
も
の
は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
、

人
の
秘
密
の
悪
事
ば
か
り
を
書
い
て
ゐ
る
の
で
せ
う
。」と
思
い
な
が
ら
、「
い

つ
か
叔
父
さ
ん
に
教
へ
ら
れ
た
や
う
に
、
私
の
見
た
事
、
感
じ
た
事
を
あ
り

の
ま
ま
に
書
」
き
た
い
と
願
う
。
こ
の
「
あ
り
の
ま
ま
に
書
」
く
と
い
う
態

度
は
、
綴
方
の
基
本
方
針
で
あ
る
。「
赤
い
鳥
」（
和
子
の
綴
方
が
掲
載
さ
れ

た
「
青
い
鳥
」
は
、
こ
の
雑
誌
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
仕
組
ま
れ
て
い
る
）
創

刊
に
際
し
て
配
布
さ
れ
た
プ
リ
ン
ト
「
童
話
と
童
謡
を
創
作
す
る
最
初
の
文

学
的
運
動（
（1
（

」
に
は
、「
赤
い
鳥
」
に
は
「
少
し
も
虚
飾
の
な
い
、
真
の
意
味

で
無
邪
気
な
純
粋
な
文
章
」「
空
想
で
作
つ
た
も
の
で
な
く
、
た
ゞ
見
た
儘
、

聞
い
た
儘
、
考
へ
た
儘
を
、
直
に
書
い
た
文
章
」
を
掲
載
し
て
い
く
旨
が
書

か
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
和
子
が
書
き
た
い
と
願
う
も
の
は
、
ま
さ
に
綴

方
的
な
文
章
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

叔
父
に
非
才
で
あ
る
と
読
む
の
を
投
げ
出
さ
れ
た
「
眠
り
箱
」
を
、
和
子

は
「
小
説
」
で
あ
る
と
位
置
付
け
て
い
る
。「
眠
り
箱
」
は
、
和
子
の
独
自

の
感
受
性
と
観
察
力
に
よ
っ
て
飾
ら
ず
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、「
お

使
ひ
」
や
「
春
日
町
」
と
同
様
の
テ
イ
ス
ト
の
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
和
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子
の
綴
方
の
才
能
は
、
言
語
表
現
の
巧
み
さ
や
文
章
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は
な

く
、
和
子
の
感
受
性
や
観
察
眼
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
当
時
、
綴
方
を
評

価
す
る
上
で
重
視
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、「
実
感
的
な
表
現
」、
つ
ま
り
「
普

通
に
は
、
目
に
見
え
な
い
、
人
に
は
感
じ
得
な
い
、
又
は
、
ぼ
ん
や
り
感
じ

て
も
、
言
葉
に
表
し
得
な
い
、
ひ
そ
ん
だ
或
も
の
を
、
鋭
敏
に
受
象
し
た
も

の（
（1
（

」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
和
子
の
綴
方
や
小
説
が
、「
千
代
女
」
の
中
で

そ
の
物
語
内
容
だ
け
が
語
ら
れ
る
の
も
、
和
子
の
才
能
を
成
立
さ
せ
て
い
る

も
の
が
、
文
章
の
技
巧
で
は
な
く
、
そ
の
感
受
性
や
観
察
眼
に
よ
っ
て
い
た

た
め
で
あ
ろ
う
。

　

綴
方
の
定
義
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
小
説
が
和
子
の
言
う
通
り
「
人

の
秘
密
の
悪
事
ば
か
り
を
書
」
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
眠
り
箱
」
は

小
説
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
、
和
子
の
「
眠
り
箱
」
が
「
文
学
」
に
お
け

る
「
特
種
の
才
能
」
を
感
じ
さ
せ
な
い
駄
作
な
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
七

年
の
年
月
を
経
て
も
和
子
の
作
品
が
綴
方
の
域
を
出
て
い
な
い
と
い
う
、
そ

の
点
に
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

さ
て
、
激
賞
さ
れ
た
自
身
の
綴
方
の
「
値
打
」
が
わ
か
ら
ず
、
小
説
を
「
書

い
て
み
た
い
と
も
思
ふ
」
よ
う
に
な
る
と
「
女
流
作
家
は
あ
き
ら
め
る
の
だ

ね
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
和
子
の
中
で
は
、
常
に
自
己
評
価
と
他
者
に
よ
る

評
価
に
齟
齬
を
来
し
て
い
る
。
こ
の
自
己
認
識
と
他
者
認
識
の
ズ
レ
が
、
先

に
述
べ
た
自
己
を
統
一
的
に
語
る
こ
と
の
出
来
な
い
焦
り
と
相
俟
っ
て
、
和

子
を
混
乱
に
陥
ら
せ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
和
子
の
他
者
規
定
と
自
己
規
定

は
統
合
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
す
れ
違
い
続
け
る
。「
お
母
さ
ん
、
私
は
、
千

代
女
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
、
母
の
言
葉
の
拒
絶
も
、
母
の
思
う
「
私
」

と
「
私
」
の
思
う
「
私
」
の
差
異
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
こ

こ
で
は
、「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
「
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ（
（1
（

」
の
問
題
が

立
ち
現
れ
て
く
る
の
だ
。

　

と
す
る
と
、和
子
は
二
重
の
苦
心
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。そ
れ
は
、

一
つ
は
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
確
立
で
あ
り
、
も
う
一
つ
目
は
「
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
「
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
の
一
致
で
あ
る
。
和
子
に
は
、

〈「
私
」
と
は
一
体
何
者
で
あ
る
の
か
〉
と
い
う
問
い
と
、〈
他
者
が
「
私
」

を
一
体
何
者
で
あ
る
と
名
指
し
て
い
る
の
か
〉
と
い
う
問
い
の
間
で
揺
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
和
子
は
、
自
ら
へ
の
確
信
も
持
て
ず
、
他
者
に
よ
っ
て
作

ら
れ
る
「
私
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
。　
　

　
「
い
よ
い
よ
自
分
が
、
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。」「
自
分
で
自
分
が
、
わ

か
ら
な
く
な
つ
て
来
ま
し
た
。」
と
い
う
和
子
の
混
乱
は
、「
私
」
を
非
決
定

の
ま
ま
保
持
す
る
こ
と
な
く
、
統
一
さ
れ
た
「
私
」
を
追
求
す
る
が
ゆ
え
に

生
じ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　

五
、「
千
代
女
」
と
和
子

　

加
賀
の
千
代
女
は
、
元
禄
16
年
、
加
賀
松
任
生
れ
の
俳
人
で
あ
る
。「
千

代
女
」
で
引
用
さ
れ
る
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
様
々

な
文
献
で
確
認
可
能
で
あ
る
が
、
古
く
は
『
近
世
畸
人
伝
・
続
近
世
畸
人

伝（
（1
（

』
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
さ
て
、
こ
の
『
近
世
畸
人
伝
』
は
、

伴
蒿
蹊
著
、
寛
政
２
年
８
月
に
京
都
で
刊
行
さ
れ
た
伝
記
で
あ
る
が
、
偉
人

に
限
ら
ず
近
世
の
様
々
な
階
層
の
人
物
が
記
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
の
特
徴
で

あ
る
。
続
編
で
あ
る
『
続
近
世
畸
人
伝
』
は
、
寛
政
10
年
１
月
、
京
都
の
林

伊
兵
衛
の
外
、
計
六
書
肆
の
刊
行
で
、
翌
年
の
寛
政
11
年
３
月
、
江
戸
で
も

販
売
さ
れ
た
。
著
者
は
三
熊
花
顛
で
あ
る
が
、
花
顛
が
寛
政
６
年
の
８
月
に

未
完
成
の
ま
ま
歿
し
た
た
め
、
伴
蒿
蹊
が
草
稿
に
筆
を
加
え
て
完
成
さ
せ
た

と
い
う
。「
加
賀
の
千
代
女
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
こ
の
『
続
近
世
畸
人
伝
』

に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
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�
千
代
女
は
加
賀
の
松
任
の
人
に
て
、
幼
よ
り
風
流
の
志
あ
り
て
、
俳
諧

を
た
し
な
む
。
し
か
れ
ど
も
其
師
を
え
ず
。
是
か
れ
行
脚
の
人
に
と
ふ

に
、
美
濃
の
廬
元
坊
を
称
す
る
こ
と
み
な
同
じ
。
こ
ゝ
に
し
て
殊
更
に

行
て
学
ば
ん
と
お
も
へ
る
に
、
折
し
も
行
脚
し
て
来
り
し
か
ば
、
其
旅

宿
に
就
て
相
見
を
こ
ひ
、
志
を
の
ぶ
。
元
草
臥
れ
た
り
と
て
寐
て
あ
り

し
所
へ
ゆ
き
て
、
教
を
も
と
む
る
に
、
さ
ら
ば
一
句
せ
よ
、
と
い
ふ
。

初
夏
の
比
な
れ
ば
時
鳥
を
題
と
す
。や
が
て
句
を
吐
た
る
に
、元
其
た
ゞ

も
の
な
ら
ざ
る
気
韻
を
見
て
、
其
句
を
う
け
が
は
ず
、
是
は
た
れ
も
す

べ
き
所
也
と
い
ふ
。
さ
ら
ば
と
て
又
一
句
を
吐
。
な
ほ
肯
ざ
る
こ
と
初

の
ご
と
し
。
元
は
既
に
眠
に
つ
け
ど
も
女
は
な
ほ
さ
ら
ず
、
沈
吟
す
。

其
眼
さ
め
た
る
を
う
か
ゞ
ひ
て
は
又
一
句
を
と
ふ
。
か
く
て
数
句
に
及

び
、
つ
ひ
に
暁
天
に
至
る
時
、
元
起
て
終
夜
さ
ら
ざ
り
し
や
、
夜
は
明

た
り
や
、
と
お
ど
ろ
く
。
時
に
千
代
女
、

　
　
　
　
　
　

ほ
と
ゝ
ぎ
す
郭
公
と
て
明
に
け
り

　
　

�

と
い
へ
る
を
大
に
賞
し
、
是
也
々
々
、
汝
他
日
此
意
地
を
わ
す
る
こ
と

な
く
ば
、
名
、
天
下
に
ふ
る
は
ん
と
、
師
弟
の
約
を
な
せ
り
。
果
し
て

女
流
に
め
づ
ら
し
き
此
道
の
高
名
に
至
れ
り
。
こ
れ
は
ま
だ
少
女
の
時

な
り
け
ら
し
。

　

こ
れ
が
、
加
賀
の
千
代
女
の
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
逸
話
で
あ
る
。
少
女
時
代

の
加
賀
の
千
代
女
が
、
期
を
得
て
予
て
よ
り
の
憧
れ
の
廬
元
坊
に
教
え
を
乞

う
た
こ
と
、
そ
し
て
廬
元
坊
が
加
賀
の
千
代
女
の
「
其
た
ゞ
も
の
な
ら
ざ
る

気
韻
」
＝
才
能
を
見
抜
い
た
上
で
、
誰
も
が
詠
め
る
よ
う
な
句
で
は
な
く
、

加
賀
の
千
代
女
の
才
能
に
見
合
っ
た
句
が
出
来
る
ま
で
何
度
も
句
を
詠
ま
せ

た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
自
ら
の
意
志
で
廬
元
坊
の
元
へ
向
か
っ
た
加
賀

の
千
代
女
は
、
諦
め
る
こ
と
な
く
一
晩
中
句
作
を
続
け
、
遂
に
褒
め
ら
れ
る

句
を
作
る
。
加
賀
の
千
代
女
の
逸
話
は
、
廬
元
坊
の
薫
陶
を
受
け
た
い
と
い

う
動
機
付
け
が
き
ち
ん
と
形
成
さ
れ
た
上
で
の「
意
地
」だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、和
子
の
母
は
、動
機
付
け
の
明
確
な
加
賀
の
千
代
女
の「
意
地
」を
、

単
純
な
「
根
気
」、
辛
抱
強
さ
の
問
題
へ
と
接
続
す
る
。

　
　

�

母
は
時
々
、
金
澤
ふ
み
子
さ
ん
や
、
そ
れ
か
ら
、
他
の
娘
さ
ん
で
や
つ

ぱ
り
一
躍
有
名
に
な
つ
た
ひ
と
の
噂
を
、
よ
そ
で
聞
い
て
来
て
は
興
奮

し
て
、
和
子
だ
つ
て
、
書
け
ば
書
け
る
の
に
ね
え
、
根
気
が
無
い
か
ら

い
け
ま
せ
ん
、
む
か
し
加
賀
の
千
代
女
が
、
は
じ
め
て
お
師
匠
さ
ん
の

と
こ
ろ
へ
俳
句
を
教
は
り
に
行
つ
た
時
、
ま
ず
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
い
ふ

題
で
作
つ
て
見
よ
と
言
は
れ
、
早
速
さ
ま
ざ
ま
作
つ
て
お
師
匠
さ
ん
に

お
見
せ
し
た
の
だ
が
、
お
師
匠
さ
ん
は
、
こ
れ
で
よ
ろ
し
い
と
は
お
つ

し
や
ら
な
か
つ
た
、そ
れ
で
ね
、千
代
女
は
一
晩
ね
む
ら
ず
に
考
え
て
、

ふ
と
気
が
附
い
た
ら
夜
が
明
け
て
ゐ
た
の
で
、
何
心
な
く
、
ほ
と
と
ぎ

す
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
て
明
け
に
け
り
、
と
書
い
て
お
師
匠
さ
ん
に
お
見

せ
し
た
ら
、
千
代
女
で
か
し
た
！　

と
は
じ
め
て
褒
め
ら
れ
た
さ
う
ぢ

や
な
い
か
、
何
事
に
も
根
気
が
必
要
で
す
、
と
言
つ
て
お
茶
を
一
と
口

の
ん
で
、
こ
ん
ど
は
低
い
声
で
、
ほ
と
と
ぎ
す
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
て
明

け
に
け
り
、
と
呟
き
、
な
る
ほ
ど
ね
え
、
う
ま
く
作
つ
た
も
の
だ
、
と

自
分
で
ひ
と
り
で
感
心
し
て
居
ら
れ
ま
す
。
お
母
さ
ん
、
私
は
千
代
女

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

和
子
の
母
は
、
和
子
と
「
金
澤
ふ
み
子
」
や
「
加
賀
の
千
代
女
」
等
の
〈
書

く
少
女
〉
を
重
ね
、「
和
子
だ
つ
て
、
書
け
ば
書
け
る
」
の
だ
と
和
子
の
才

能
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
和
子
に
欠
け
て
い
る
も
の
は
才
能
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で
は
な
く
、「
加
賀
の
千
代
女
」
の
よ
う
な
「
根
気
」
で
あ
る
と
諭
す
の
で

あ
る
。

　

し
か
し
、加
賀
の
千
代
女
の
逸
話
と
和
子
の
間
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。

和
子
の
才
能
は
、
そ
の
評
価
が
妥
当
で
あ
る
か
は
さ
て
お
き
、
柏
木
の
叔
父

に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。「
な
ん
に
も
書
け
な
い
低
能
の
文
学
少

女
」
に
は
、
加
賀
の
千
代
女
に
お
け
る
廬
元
坊
の
よ
う
に
、
才
能
を
保
障
し

て
く
れ
る
存
在
は
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
和
子
は
、「
私
は
千
代
女
で
は
あ

り
ま
せ
ん
」
と
母
の
言
説
を
き
っ
ぱ
り
拒
絶
し
て
い
る
。
こ
の
「
千
代
女
」

否
定
は
、
自
分
は
「
千
代
女
」
の
よ
う
な
才
能
を
持
ち
得
て
い
な
い
、
つ
ま

り
、
現
時
点
で
は
他
者
が
想
像
し
、
規
定
す
る
「
千
代
女
」
に
は
な
り
得
な

い
の
だ
と
い
う
、
諦
め
の
一
言
な
の
で
は
な
い
か
。

　
　

�

き
の
う
私
は
、
岩
見
先
生
に
、
こ
つ
そ
り
手
紙
を
出
し
ま
し
た
。
七
年

前
の
天
才
少
女
を
お
見
捨
て
な
く
、
と
書
き
ま
し
た
。
私
は
、
い
ま
に

気
が
狂
ふ
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

　

和
子
は
、
自
己
の
才
能
を
保
障
し
て
く
れ
得
る
岩
見
先
生
に
、「
見
捨
て
」

る
こ
と
の
な
い
よ
う
懇
願
す
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
末
尾
は
、「
千
代
女
」

に
な
れ
な
い
和
子
が
、
自
分
を
「
千
代
女
」
と
し
て
規
定
す
る
た
め
の
必
死

の
抵
抗
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
な
ん
に
も
書
け
な
い
」
和
子
に
よ
る
、「
天

才
少
女
」
と
い
う
一
見
矛
盾
に
満
ち
た
自
己
規
定
は
、「
天
才
少
女
」
で
あ

り
た
い
、「
千
代
女
」
に
な
り
た
い
と
い
う
和
子
の
「
千
代
女
」
願
望
の
表

出
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

自
分
が
「
千
代
女
」
で
は
な
い
こ
と
を
語
る
和
子
の
語
り
が
属
す
る
こ
の

物
語
が
、
何
者
か
に
よ
っ
て
「
千
代
女
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自

己
認
識
と
他
者
認
識
の
ズ
レ
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も
し
く

は
、
こ
の
物
語
を
「
千
代
女
」
と
名
付
け
た
の
が
他
で
も
な
い
和
子
で
あ
る

と
仮
定
す
れ
ば
、
自
己
を
「
千
代
女
」
と
し
て
規
定
し
よ
う
と
す
る
和
子
の

願
望
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
事
の
真
相
は
問
わ
な
い
。

重
要
な
の
は
、
自
己
認
識
と
他
者
認
識
を
、「
千
代
女
」
と
い
う
一
点
に
お

い
て
合
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
和
子
の
在
り
方
な
の
で
あ
り
、そ
の
困
難
が「
私

は
、
い
ま
に
気
が
狂
ふ
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。」
と
い
う
狂
気
発
動
の
予
感

に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　

六
、
お
わ
り
に

　

先
に
も
述
べ
た
通
り
、
和
子
は
、
自
身
の
人
生
を
振
り
返
り
、
語
る
こ
と

に
よ
っ
て
過
去
を
再
定
義
し
よ
う
と
す
る
。現
在
の
自
分
と
過
去
の
自
分
を
、

一
貫
性
の
も
と
で
統
合
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
上
手
く
い
か
な

い
。和
子
の
混
乱
は
、「
私
」を
非
決
定
の
ま
ま
保
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、

〈「
私
」
と
は
一
体
何
者
で
あ
る
の
か
〉
と
い
う
問
い
に
対
し
、「
わ
か
ら
な
」

い
こ
と
は
「
わ
か
ら
な
」
い
の
だ
と
割
り
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
点
に

あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
私
」と
は
、そ
も
そ
も
、振
幅
を
含
む
不
安
定
な
存
在
で
あ
る
。誰
も「
私
」

を
厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。よ
い「
娘
」で
は
な
い
、よ
い「
姉
」

で
も
な
い
と
否
定
を
積
み
重
ね
な
が
ら
語
る
和
子
が
、
確
信
し
、
獲
得
し
て

い
る
の
は
、
自
身
が
「
女
」
で
あ
る
こ
と
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
和
子
は
自
身
が
「
女
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
語
り
始
め
、
回
想
が
「
い
ま
」

に
追
い
つ
く
に
当
っ
て
再
び
自
身
が
「
だ
め
な
女
」
で
あ
る
こ
と
を
語
る
。

そ
し
て
末
尾
で
は
、
自
身
を
「
な
ん
に
も
書
け
な
い
低
能
の
文
学
少
女
」「
天

才
少
女
」
と
、
一
見
矛
盾
し
た
存
在
へ
位
置
付
け
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
相

反
す
る
自
己
評
価
も
、
共
に
「
少
女
」
で
あ
る
と
い
う
点
は
変
わ
ら
な
い
。
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と
す
る
と
、
和
子
が
否
定
し
、
し
か
し
そ
う
な
る
こ
と
を
希
求
し
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
「
千
代
女
」
と
い
う
存
在
が
、
女
流
の
俳
句
の
世
界
の
習
わ
し

と
は
い
え
、「
千
代
」と
い
う
名
前
に「
女
」で
あ
る
こ
と
を
示
す
接
尾
辞「
女
」

を
付
け
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。「
女
」
で
あ
る
こ
と
、「
女
」
に
な

る
こ
と
を
希
求
す
る
和
子
の
姿
は
、
太
宰
治
の
他
の
〈
女
性
独
白
体
〉
作
品

の
語
り
手
の
在
り
方
と
重
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
稿
を

期
し
た
い
。

〔
注
〕

（
１
）�　
「『
姥
捨
』
あ
と
が
き
」（
ポ
リ
ゴ
ン
書
房
、
昭
和
22
年
６
月
）
に
は
、

「
巻
末
の
「
千
代
女
」
は
、
私
の
生
活
を
書
い
た
も
の
で
は
な
い
が
、

い
ま
の
「
文
化
流
行
」
の
奇
現
象
に
触
れ
て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ
る

の
で
、
附
け
加
へ
て
置
い
た
。」
と
の
記
述
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
、

同
時
代
の
現
象
を
読
み
、
表
現
し
得
た
と
い
う
太
宰
の
自
信
が
窺
え
る

だ
ろ
う
。

（
2
）　

石
田
英
二
郎
「
六
月
の
小
説
「
改
造
」」（「
新
潮
」
昭
和
16
年
7
月
）

（
（
）　

無
署
名
「
改
造
」（「
三
田
文
学
」
昭
和
16
年
７
月
）

（
（
）�　

木
村
小
夜
「
太
宰
治
『
千
代
女
論
』
―
回
想
の
あ
り
か
た
を
中
心
に

―
」（「
人
間
文
化
研
究
科
年
報
」
平
成
３
年
３
月
）

（
5
）�　

安
藤
恭
子
「
太
宰
治
「
千
代
女
」
を
読
む
―
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
境

界
を
め
ぐ
っ
て
―
」（「
日
本
文
学
」
平
成
７
年
５
月
）

（
6
）�　

井
原
あ
や
「
太
宰
治
「
千
代
女
」
論
―
「
私
は
千
代
女
で
は
あ
り
ま

せ
ん
」
―
」（「
大
妻
国
文
」
平
成
16
年
３
月
）

（
7
）�　

高
木
卓
、
大
井
広
介
、
坂
口
安
吾
、
井
上
友
一
郎
、
平
野
謙
、
佐
々

木
基
一
、
宮
内
寒
弥
「
昭
和
十
六
年
の
文
学
を
語
る
（
座
談
会
）」（「
現

代
文
学
」
昭
和
16
年
11
月
）
の
一
節
、「
太
宰
治
氏
『
新
ハ
ム
レ
ツ
ト
』

『
千
代
女
』」
よ
り
。

（
（
）�　

千
田
洋
幸「「
千
代
女
」の
言
説
を
め
ぐ
っ
て
―
自
壊
す
る「
女
語
り
」」

（「
国
文
学
」
平
成
11
年
６
月
）

（
9
）�　

青
木
京
子
「
太
宰
治
『
千
代
女
』
論
―
〈
ユ
ー
モ
ア
小
説
〉
を
目
指

し
て
い
た
和
子
―
」（「
キ
リ
ス
ト
教
文
芸
」
平
成
16
年
３
月
）

（
10
）�　

櫻
田
俊
子
「
太
宰
治
『
千
代
女
』
論
―
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
た
少
女
の
言

説
―
（「
日
本
文
学
誌
要
」
平
成
1（
年
３
月
）

（
11
）�　
「
皮
膚
と
心
」
に
お
け
る
、「
女
」
は
「
生
ま
れ
つ
き
」「
言
え
な
い

秘
密
を
持
っ
て
」
い
る
、「
女
に
は
、
一
日
一
日
が
全
部
」
で
あ
る
、「
女

の
こ
の
不
埒
と
浮
遊
」、「
女
は
、
肌
だ
け
で
生
き
て
居
る
」
と
い
っ
た

「
私
」
の
「
女
」
論
は
一
般
論
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、「
女
」
と
い
う

性
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
極
め
て
個
人
的
な
「
私
」
の
感
覚

に
過
ぎ
な
い
。「
私
」
は
自
分
を
無
理
に
〈
典
型
的
な
「
女
」〉
の
枠
に

押
し
込
め
る
こ
と
で「
女
」と
し
て
自
己
を
規
定
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
私
は
、
結
局
は
、
頭
の
わ
る
い
女
で
す
の
ね
。」
と
い
う
「
女
」
論

の
結
論
は
、「
私
」
＝
「
女
」
と
い
う
自
己
規
定
を
「
私
」
が
確
信
し

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
12
）�　

菊
池
寛
・
大
木
顕
一
郎
・
豊
田
正
子
「『
綴
方
教
室
』
の
豊
田
正
子

と
菊
池
寛
対
談
会
」（「
話
」
昭
和
1（
年
11
月
）

（
1（
）�　

鈴
木
三
重
吉
「
童
話
と
童
謡
を
創
作
す
る
最
初
の
文
学
的
運
動
」（
広

告
用
印
刷
物
、「
赤
い
鳥
」
は
大
正
７
年
７
月
に
発
刊
）

（
1（
）�　

鈴
木
三
重
吉
『
綴
方
読
本
』（
中
央
公
論
社
、
昭
和
10
年
11
月
）。
三

重
吉
は
同
書
の
中
で
、「
綴
方
は
、
多
く
の
平
浅
な
人
た
ち
が
考
へ
る

や
う
に
、単
な
る
文
字
上
の
表
現
を
練
習
す
る
た
め
の
学
課
で
は
な
い
。

私
は
綴
方
を
、
人
そ
の
も
の
を
作
り
と
ゝ
の
へ
る
、「
人
間
教
育
」
の

一
分
課
と
し
て
取
扱
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
、
綴
方
教
育
が
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人
間
性
の
涵
養
に
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

（
15
）�　
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
「
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
に
つ
い
て
は
、

千
田
有
紀
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」（
勁
草
書

房
『
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』、
平
成
17
年
12
月
）
を
参
照
し
た
。「
ポ

ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」と
は
、「
他
者
が
私
を
何
者
と
名
指
し
て
い
る
の
か
」

と
い
う
他
者
と
の
関
係
か
ら
立
ち
現
れ
て
く
る
自
己
の
位
置
で
あ
り
、

「
自
己
の
斉
一
性
、
時
間
的
な
連
続
性
と
一
貫
性
、
帰
属
性
」
に
由
来

す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
異
な
る
概
念
を
示
す
。

（
16
）　
『
近
世
畸
人
伝
・
続
近
世
畸
人
伝
』（
平
凡
社
、
昭
和
（7
年
１
月
）

＊�

本
文
の
引
用
は
す
べ
て『
太
宰
治
全
集
５
』（
筑
摩
書
房
、平
成
10
年
８
月
）

に
拠
る
。
旧
字
体
は
新
字
体
に
変
更
し
た
。


