
「
嫡
捨
」
小
論

堀
辰
雄
の
歴
史
小
説
に
お
け
る
女
性
像

山
　
本
　
裕
　
一
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一
　
は
じ
め
に

　
堀
辰
雄
の
文
学
に
お
い
て
、
そ
の
歴
史
小
説
の
占
め
る
位
置
は

き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
一
作
目
の
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
（
昭
和
十
二
年
十
二
月
『
改

造
』
）
は
、
堀
が
『
風
立
ち
ぬ
』
Ｔ
）
の
終
章
を
書
き
あ
ぐ
ん
で
い

る
時
の
作
品
で
あ
り
、
こ
の
作
品
執
筆
後
に
は
翻
っ
て
終
章
が
書

か
れ
て
い
る
。
両
者
の
間
に
密
接
な
関
係
を
見
る
の
は
妥
当
な
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
一
方
で
、
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
は
、
福
永
武
彦
が
指
摘

す
る
よ
う
に
且
発
表
時
の
前
書
き
に
「
物
語
の
女
」
（
昭
和
九
年

十
月
『
文
芸
春
秋
』
）
の
三
村
夫
人
と
そ
の
娘
菜
穂
子
を
思
わ
せ

る
記
載
が
な
さ
れ
て
お
り
、
「
菜
穂
子
」
の
第
二
部
と
し
て
改
作

さ
れ
た
「
物
語
の
女
」
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
、
「
楡
の
家
」
第
一

部
と
改
題
）
と
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
続
編
「
ほ
と
と
ぎ
す
」

（
昭
和
十
四
年
二
月
、
『
文
芸
春
秋
』
）
に
女
主
人
公
の
恋
愛
に
関

し
て
同
趣
旨
の
言
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
当
時
、
堀
が
こ

れ
ら
の
作
品
を
「
物
語
の
女
」
の
続
編
と
し
て
の
意
識
を
持
っ
て

書
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
三
作
目
の
「
銕
捨
」
（
昭
和
十
五
年
四
月
、
『
文
芸
春
秋
』
）
と
四

作
目
の
「
映
野
」
（
昭
和
十
六
年
十
二
月
、
『
改
造
』
）
は
、
堀
文
学

の
集
大
成
で
あ
る
「
菜
穂
子
」
（
昭
和
十
六
年
三
月
、
『
中
央
公
論
』
）

を
間
に
挟
ん
で
書
か
れ
て
お
り
、
「
銕
捨
」
「
映
野
」
の
登
場
人
物

に
は
「
菜
穂
子
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
菜
穂
子
や
明
、
圭
介
を
想

起
さ
せ
る
言
動
や
描
写
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
映

野
」
執
筆
後
に
書
か
れ
た
最
後
の
小
説
で
あ
り
、
菜
穂
子
サ
イ
ク

ル
互
の
一
作
と
し
て
数
え
ら
れ
る
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
（
昭
和
十

八
年
一
月
、
『
新
潮
』
）
も
、
現
代
小
説
で
は
あ
る
が
、
「
銕
捨
」

「
礦
野
」
と
同
じ
く
不
幸
な
運
命
を
背
負
わ
さ
れ
た
女
性
の
生
涯



を
、
や
は
り
こ
の
二
作
と
同
じ
物
語
的
視
点
で
描
い
た
作
品
で
あ

り
、
不
幸
な
の
に
美
し
さ
を
失
わ
な
い
と
い
う
女
主
人
公
「
お
え

ふ
」
の
設
定
は
「
銕
捨
」
の
草
稿
に
あ
る
女
主
人
公
の
描
写
と
い

く
ぶ
ん
重
な
り
を
見
せ
る
。
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
は
、
主
題
・
描

写
の
形
態
か
ら
歴
史
小
説
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ

る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
堀
の
歴
史
小
説
は
彼
の
現
代
小
説
と
執
筆
時
期

が
交
錯
す
る
形
で
執
筆
さ
れ
て
お
り
、
主
題
・
描
写
に
お
け
る
関

連
性
が
深
い
。
よ
っ
て
、
彼
の
歴
史
小
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
は
歴
史
小
説
の
み
な
ら
ず
、
堀
文
学
や
彼
の
現
代
小
説
を
理
解

す
る
上
で
も
重
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
堀
の
歴
史
小
説
は
こ
れ
ま
で
、
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
堀
の
自
作
解
説
や
随
筆
な
ど

か
ら
、
早
く
か
ら
「
リ
ル
ケ
的
主
題
」
を
形
象
化
し
た
も
の
と
す

る
考
え
が
定
説
化
し
、
一
括
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。

た
と
え
ば
『
堀
辰
雄
事
典
』
互
で
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
の
項

で
「
堀
辰
雄
は
リ
ル
ケ
を
媒
介
と
し
て
古
典
に
接
近
し
、
『
蜻
蛉

日
記
』
に
『
愛
す
る
女
』
を
発
見
し
た
」
こ
と
が
定
説
化
し
て
い

る
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
嶼
野
」
の
項
で
は
「
当
初
か
ら
」

「
『
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
生
は
わ
れ
わ
れ
の
運
命
よ
り
以
上
の
も
の

で
あ
る
』
と
い
う
リ
ル
ケ
的
主
題
」
が
「
形
象
化
」
「
実
現
」
「
典

型
化
」
さ
れ
た
「
完
成
度
の
高
い
作
品
と
評
価
さ
れ
て
い
る
」
と

記
し
て
い
る
。
「
銕
捨
」
に
い
た
っ
て
は
、
谷
田
昌
平
氏
の
「
リ

ル
ケ
的
な
人
生
観
が
鮮
や
か
に
結
晶
」
し
て
い
る
と
の
見
方
に
対

し
、
小
久
保
実
氏
の
「
平
凡
な
結
婚
を
し
て
静
か
な
生
活
に
入
っ

て
い
く
の
で
、
リ
ル
ケ
の
『
愛
す
る
女
た
ち
』
で
は
な
い
」
と
い

う
意
見
を
提
示
し
な
が
ら
も
、
そ
の
結
末
と
設
定
に
「
リ
ル
ケ
的

な
女
性
像
は
明
ら
か
」
で
あ
る
と
執
筆
者
が
締
め
く
く
っ
て
い
る

ほ
ど
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
定
説
に
対
し
独
自
の
視
点

か
ら
作
品
を
分
析
す
る
多
く
の
論
が
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

竹
内
情
己
氏
は
「
礦
野
」
を
そ
れ
ま
で
の
堀
の
作
品
系
列
に
な
い

「
詮
め
の
女
」
「
没
我
の
女
」
を
描
い
た
も
の
と
し
て
そ
こ
に
「
一

類
型
と
し
て
の
愛
死
の
道
行
寸
旦
を
見
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
優
れ
た
先
行
文
献
を
見
て
も
、
私
に
は
彼
の
歴
史
小
説
が
わ

ず
か
な
変
質
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
一
貫
し
た
主
題
で
書
か
れ
て

い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
は
「
銕
捨
」
を

と
り
あ
げ
、
作
品
を
分
析
す
る
と
と
も
に
、
「
嶼
野
」
を
参
照
す
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る
こ
と
で
堀
の
歴
史
小
説
を
一
貫
す
る
も
の
に
つ
い
て
も
考
え
て

い
き
た
い
。

　
な
お
、
本
稿
を
書
く
に
当
た
っ
て
は
本
学
教
授
工
藤
茂
氏
の
論

考
「
堀
辰
雄
『
銕
捨
』
考
」
（
別
府
大
学
紀
要
4
0
、
平
成
十
年
十

二
月
）
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
氏
に
は
こ
れ
ま
で
長
年
、
様
々
に
ご
教
導
い
た
だ
い
て
も
お
り
、

こ
こ
に
紙
面
を
か
り
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

二
　
「
銕
捨
」
の
女
主
人
公
の
造
型
概
観
（
一
）

　
こ
の
作
品
に
つ
い
て
の
先
行
論
文
は
少
な
い
が
、
優
れ
た
も
の

が
多
い
。
特
に
大
森
郁
之
助
（
ユ
、
矢
野
耕
三
万
）
、
吉
永
哲
郎
亘

氏
の
論
文
な
ど
は
資
料
に
基
づ
く
詳
細
な
論
考
で
、
こ
れ
ら
の
論

を
ま
と
め
る
と
、
堀
辰
雄
が
原
典
か
ら
ど
の
よ
う
に
「
銕
捨
」
と

い
う
作
品
を
作
り
出
し
て
行
っ
た
か
が
一
望
で
き
る
。
こ
の
上
に

論
を
重
ね
る
こ
と
は
屋
上
屋
を
重
ね
る
き
ら
い
も
あ
る
が
、
展
開

に
即
し
た
形
で
作
品
を
見
る
こ
と
で
新
た
な
視
点
を
得
て
い
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
作
品
の
全
体
を
概
観
し
て
お
く
。
矢
野
論
文
（
互

で
は
「
更
級
日
記
」
か
ら
「
銕
捨
」
が
書
か
れ
る
過
程
を
削
除
・

脚
色
・
加
筆
の
三
項
目
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
私
も
氏
に

な
ら
っ
て
こ
の
三
分
類
か
ら
論
を
始
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
矢
野
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
「
削
除
」
項
目
は
、
京
に
戻
る
ま

で
の
出
来
事
、
知
人
と
の
歌
の
や
り
取
り
等
の
身
辺
雑
事
、
結
婚

生
活
と
夫
の
死
後
の
孤
独
な
境
遇
、
迷
い
猫
が
自
分
は
侍
従
大
納

言
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
告
白
す
る
夢
以
外
の
夢
、
で
あ
る
。

お
お
ま
か
に
こ
れ
ら
の
点
が
削
除
さ
れ
て
い
る
と
ま
と
め
る
こ
と

に
つ
い
て
は
私
も
異
論
は
な
い
。
『
更
級
日
記
』
自
体
が
も
と
も

と
著
者
の
半
生
を
わ
ず
か
な
紙
面
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
が
、

堀
は
そ
れ
を
さ
ら
に
短
編
小
説
の
中
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
し
た
。

そ
の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
作
品
世
界
を
限
定
す
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
そ
こ
で
堀
は
作
品
の
世
界
を
物
語
の
舞
台
た
り
う
る
京

都
で
の
生
活
に
限
定
し
た
。
ま
た
作
者
を
宗
教
に
い
ざ
な
う
夢
の

記
載
、
日
常
生
活
を
省
い
た
。
こ
れ
ら
は
「
物
語
を
見
て
は
、
夢

み
が
ち
に
暮
す
」
女
主
人
公
の
造
形
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
削
除

さ
れ
た
と
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
ま
た
、
現
在
で
は
わ
か
り
に
く

く
な
っ
て
い
る
和
歌
の
贈
答
や
物
詣
と
い
っ
た
身
辺
雑
事
、
出

仕
・
司
召
し
に
つ
い
て
書
か
れ
た
記
事
な
ど
を
削
っ
た
の
は
、
小

説
と
し
て
の
読
み
や
す
さ
へ
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。
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次
に
、
矢
野
氏
が
取
り
上
げ
て
い
る
「
脚
色
」
項
目
で
あ
る
が
、

一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
の
叙
法
の
変
更
、
父
の
言
葉
や
右
大
弁
の

言
葉
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
直
接
描
く
よ
う
に
描
か
れ
方
が
変
更

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
侍
従
大
納
言
の
姫
、
主
人
公
の
姉
、
夫
に

対
す
る
主
人
公
の
感
情
を
書
き
加
え
た
こ
と
、
主
人
公
の
心
理
描

写
（
特
に
男
車
に
対
す
る
関
心
）
、
四
節
冒
頭
の
感
懐
の
内
容
が

現
実
に
対
し
て
消
極
的
な
自
分
へ
の
強
い
不
満
に
改
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
作
品
の
舞
台
の
変
更
と
「
大
き
な
藤
」
の
記
述
で
あ
る
。

ま
た
、
「
加
筆
」
と
し
て
は
主
人
公
が
「
女
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
の
み
と
限
定
し
、
常
陸
か
ら
戻
っ
て
き
た
父
の
や

つ
れ
た
姿
を
見
た
時
、
右
大
弁
と
の
出
会
い
後
、
を
例
に
女
の
心

理
描
写
の
加
筆
さ
れ
て
い
る
点
と
信
濃
下
向
を
土
げ
て
い
る
。
お

お
む
ね
同
意
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
げ
ら
れ
た
事
例
に
つ

い
て
は
、
一
覧
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
ど
ち
ら
に
属
す
る
も
の
な

の
か
分
別
し
に
く
い
。
ま
た
、
堀
の
意
図
が
読
み
や
す
い
反
面
、

ま
と
め
方
に
よ
っ
て
取
り
犬
げ
る
も
の
の
内
容
が
変
わ
り
、
ど
の

よ
う
に
読
む
か
に
つ
い
て
個
人
差
が
生
じ
る
余
地
が
あ
る
。
そ
こ

で
私
は
単
純
に
分
類
し
、
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
作

品
の
展
開
に
即
し
て
加
筆
・
脚
色
等
の
改
変
を
ま
と
め
て
論
じ
る

こ
と
で
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
銕
捨
は
全
六
節
か
ら
な
る
作
品
で
あ
る
が
、
五
、
六
節
が
ほ
と

ん
ど
創
作
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
半
は
参
考
書
や
他
の
部
分
か
ら

の
補
足
と
見
ら
れ
る
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
か
な
り
原
典
に
忠
実

に
筋
書
き
を
追
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
一
節
の
大
き
な
加
筆
部

分
と
し
て
は
、
主
人
公
が
侍
従
の
大
納
言
の
姫
が
な
く
な
っ
た
こ

と
を
思
い
出
し
て
悲
し
ん
で
い
る
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
げ
ら

れ
る
。
傍
線
部
は
原
典
に
該
当
箇
所
が
な
く
、
堀
の
加
筆
部
分
と

考
え
て
よ
い
。

が
、
さ
う
い
ふ
云
ひ
知
れ
ぬ
悲
し
み
は
、
却
っ
て
少
女
の
心

に
物
語
の
哀
れ
を
一
層
沁
み
入
ら
せ
る
や
う
な
こ
と
に
な
つ

ーだ
。
少
女
は
も
つ
と
物
語
が
見
ら
れ
る
や
う
に
と
母
を
責
め

立
て
て
ゐ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
こ
ろ
田
舎
か
ら
七
が
っ

て
き
た
一
人
の
を
ば
が
、
源
氏
の
五
十
余
巻
を
、
箱
入
り
の

ま
ま
、
他
の
物
語
な
ど
も
添
へ
て
、
贈
っ
て
よ
こ
し
て
呉
れ

た
と
き
の
少
女
の
喜
び
や
う
と
い
ふ
も
の
は
、
言
葉
に
は
尽

く
せ
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
夕
顔
、
浮
舟
、
－
さ
う
云
っ
た
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自
分
の
境
界
に
近
い
、
美
し
い
女
達
の
不
し
あ
は
せ
な
運
命

の
中
に
、
少
女
は
好
ん
で
自
分
を
見
出
し
て
ゐ
た
。

　
原
典
と
比
較
す
れ
ば
、
お
ば
に
は
直
接
会
っ
て
土
産
と
し
て
も

ら
っ
て
い
る
な
ど
、
細
か
い
改
変
は
あ
る
が
、
一
番
大
き
な
違
い

は
、
最
初
の
傍
線
部
に
あ
る
よ
う
に
「
物
語
の
哀
れ
を
一
層
沁
み

入
ら
せ
」
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
原
典
で
は
、
継
母
が
去
り
、
乳

母
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
「
せ
む
方
な
く
思
な
げ
く
に
、
物
が
た

り
の
ゆ
か
し
さ
も
お
ぼ
え
ず
な
り
ぬ
」
と
逆
に
物
語
を
見
た
い
と

思
う
気
持
ち
が
薄
れ
て
い
る
。
ま
た
原
典
で
は
母
が
娘
を
慰
め
て

や
ろ
う
と
物
語
を
探
し
て
お
り
、
「
母
を
責
め
立
て
」
る
ほ
ど
苛

烈
な
物
語
へ
の
渇
望
は
な
い
。

　
吉
永
論
文
Ｅ
で
は
堀
は
こ
の
あ
た
り
か
ら
姉
が
没
す
る
ま
で

の
部
分
に
つ
い
て
、
『
更
級
日
記
』
に
「
乳
母
、
行
妓
女
、
姉
ノ

死
、
継
母
ノ
離
別
、
出
火
ナ
ド
モ
不
快
ナ
ル
現
実
ト
シ
テ
ハ
取
扱

ハ
ズ
、
物
語
ノ
ヤ
ウ
ナ
気
持
デ
眺
メ
テ
ヰ
ル
」
と
書
き
込
ん
で
い

る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
堀
は
「
銕
捨
記
」
（
昭
和
十
六
年

八
月
、
「
文
学
界
」
）
で
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
、
「
そ
の
人
生
が

一
様
に
灰
色
に
見
え
て
く
れ
ば
来
る
ほ
ど
、
彼
女
は
い
よ
い
よ
物

語
に
没
頭
し
、
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
自
分
の
身
辺
の
小
さ
な
変
化
を

も
い
く
ぶ
ん
物
語
め
か
し
て
で
な
け
れ
ば
見
な
い
や
う
に
な
る
」

と
い
う
点
に
重
点
を
置
い
て
読
む
こ
と
に
し
て
い
る
と
、
同
趣
の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
、
原
作
の
枠
か
ら
は
み
出
し

気
味
に
、
物
語
の
哀
れ
や
夕
顔
な
ど
の
不
幸
せ
な
運
命
に
あ
こ
が

れ
、
物
語
の
世
界
に
お
ぼ
れ
る
女
を
創
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
引
用
に
先
立
つ
部
分
で
、
な
く
な
っ
た
姫
に
「
人
知
れ
ず
物
語

の
主
人
公
に
対
す
る
や
う
な
あ
く
が
れ
の
心
を
」
抱
く
も
の
と
し

て
少
女
の
心
理
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
、
先
ほ
ど
述
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

た
物
語
へ
の
渇
望
と
同
じ
く
こ
の
書
き
込
み
の
解
釈
を
よ
り
強
く
　
　
　
1
6

表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
続
く
「
い
ま
は
ま
だ
稚
　
　
　
一

な
く
て
、
容
貌
も
よ
く
は
な
い
が
、
も
つ
と
大
人
に
な
つ
た
ら
、

（
中
略
）
さ
う
い
ふ
女
達
の
や
う
に
も
な
れ
る
か
も
知
れ
な
い
な
ど

と
」
繰
り
返
し
考
え
る
少
女
の
姿
の
点
描
の
後
、
原
典
で
す
ぐ
後

に
続
く
「
い
と
は
か
な
く
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
作
者
の
反
省
、
法

華
経
を
読
め
と
さ
と
す
僧
の
夢
を
削
除
し
て
い
る
の
も
同
趣
向
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
娘
の
物
語
へ
の
憧
れ
は
前
述
の
書
き

込
み
の
方
向
に
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
節
で
は
こ
の
後
、
「
互
い
に
慰
め
も
し
、
慰
め
ら
れ
も
し
た
」



姉
が
亡
く
な
る
ま
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
。
猫
を
め

ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
直
接
話
法
か
ら
間
接
話
法
に
変
え
て
い
る
、

原
作
で
は
死
ん
だ
猫
を
行
方
知
れ
ず
に
し
て
い
る
な
ど
、
や
は
り

細
か
い
改
変
は
い
ろ
い
ろ
と
あ
る
が
、
大
き
く
加
筆
さ
れ
て
い
る

の
は
女
と
そ
の
姉
に
か
か
わ
る
次
の
よ
う
な
叙
述
で
あ
る
。
夜
中
、

話
の
途
中
で
姉
が
出
し
抜
け
に
言
い
出
し
た
言
葉
に
女
は
お
び
え

る
。

　
少
女
は
お
そ
ろ
し
さ
う
に
顔
を
伏
せ
た
。
幼
い
頃
、
死
ん

だ
乳
母
か
ら
聞
か
さ
れ
た
、
女
が
Ｉ
人
ぎ
り
で
長
い
こ
と
月

に
照
ら
さ
れ
て
ゐ
る
と
物
に
憑
か
れ
る
な
ん
ぞ
と
云
ふ
話
を

急
に
思
ひ
だ
し
た
か
ら
だ
っ
た
。
姉
は
さ
う
い
ふ
少
女
に
気

が
っ
く
と
、
わ
ざ
と
ら
し
く
笑
ひ
な
が
ら
、
何
か
外
の
事
に

云
ひ
ま
ぎ
ら
は
せ
よ
う
と
し
た
。
が
、
少
女
は
す
っ
か
り
怯

え
切
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
顔
を
袖
に
し
て
ゐ
た
。

　
女
は
物
語
を
現
実
と
同
一
視
し
、
「
お
そ
ろ
し
さ
う
に
顔
を
伏

せ
」
「
い
つ
ま
で
も
顔
を
袖
に
」
し
て
い
る
。
姉
の
死
後
の
場
面

で
も
、
彼
女
は
残
さ
れ
た
姉
の
子
を
寝
か
し
つ
け
な
が
ら
、
こ
の

夜
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、
や
は
り
「
い
つ
ま
で
も
顔
を
伏
せ
て
」

い
る
。
後
に
書
か
れ
る
「
礦
野
」
の
女
や
芥
川
龍
之
介
の
「
六
の

宮
の
姫
君
」
を
思
わ
せ
る
こ
の
口
了
子
ス
ク
な
形
象
は
、
女
の
性

格
を
よ
く
規
定
し
て
い
る
が
、
原
典
に
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
引

用
文
に
続
く
部
分
で
は
隣
家
の
女
を
訪
ね
て
来
た
男
の
様
子
を
う

か
が
い
、
姉
妹
が
「
思
は
ず
目
を
見
合
せ
て
、
や
う
や
く
明
る
い

微
笑
を
交
し
な
が
ら
ご
「
息
を
つ
ま
ら
せ
て
耳
を
歌
て
て
」
い
る

様
子
が
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
も
女
た
ち
の
物
語
め
い
た

も
の
へ
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
一
節
の
加
筆
・
改
変
は
、
前
述
の

書
き
込
み
に
記
さ
れ
た
方
向
性
、
す
な
わ
ち
、
女
の
ひ
た
す
ら
物

語
に
読
み
ふ
け
り
、
現
実
世
界
の
出
来
事
に
さ
え
物
語
を
求
め
、

空
想
の
世
界
の
中
に
生
き
て
い
る
よ
う
な
生
き
様
を
強
調
す
る
よ

う
に
な
さ
れ
て
い
る
。

三
　
「
銕
捨
」
の
女
主
人
公
の
造
型
（
二
～
四
）

　
一
節
で
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
少
女
の
物
語
へ
の
憧
れ
を
強

調
す
る
よ
う
な
加
筆
、
改
変
が
な
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
二
、
三
、

四
節
で
は
女
の
成
長
に
従
っ
て
彼
女
の
心
理
　
　
物
語
へ
の
憧
れ
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が
変
質
し
て
い
く
こ
と
が
作
者
に
よ
っ
て
冒
頭
部
で
説
明
的
に
加

筆
さ
れ
て
お
り
、
他
の
加
筆
・
改
変
も
そ
こ
に
か
か
わ
る
も
の
が

多
い
。
吉
田
精
一
が
言
う
よ
う
に
（
八
堀
は
「
心
理
の
細
か
い
く

ま
ぐ
ま
の
分
析
と
説
明
を
つ
け
く
わ
え
」
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の

よ
う
な
人
物
の
志
向
に
沿
っ
た
「
彼
女
の
ロ
了
采
‐
ス
ク
な
心
情
と

も
っ
と
も
切
実
に
通
い
合
う
も
の
」
を
加
筆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
作
者
に
よ
る
女
の
心
理
の
説
明
を
見
て
い
く
と
、
「
銕
捨
記
」
を

見
る
ま
で
も
な
く
、
こ
の
作
品
が
女
の
物
語
世
界
へ
の
憧
れ
を
軸

に
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
変
質
が

見
ら
れ
る
の
か
、
他
の
改
変
を
参
考
に
し
な
が
ら
順
を
お
っ
て
見

て
い
き
た
い
。

（
前
略
）
単
調
な
日
々
の
中
で
、
少
女
は
又
昔
の
と
ほ
り
に
、
物

語
を
見
て
は
、
夢
み
が
ち
に
暮
ら
し
て
ゐ
た
。
昔
風
の
父
母

は
、
勿
論
、
ま
だ
こ
の
少
女
を
誰
か
に
め
あ
は
せ
よ
う
な
ぞ

と
は
考
へ
も
し
な
か
っ
た
。
が
、
さ
す
が
に
少
女
も
も
う
大

ぶ
お
と
な
び
て
は
来
て
ゐ
た
。
／
（
前
略
）
女
は
い
つ
か
二
十

に
な
つ
て
ゐ
た
。
（
中
略
）
年
老
い
た
父
を
一
人
で
旅
に
出
す

の
は
、
勿
論
、
女
に
は
何
よ
り
も
つ
ら
か
っ
た
。
が
、
す
っ

か
り
お
と
な
に
な
っ
た
女
の
身
と
し
て
は
、
父
と
Ｉ
し
よ
に

そ
ん
な
田
舎
へ
下
る
こ
と
も
出
来
悪
か
っ
た
。
（
二
）

　
二
節
冒
頭
の
一
節
で
あ
る
。
二
節
で
は
少
女
は
二
十
に
成
長
す

る
。
し
か
し
、
女
は
や
は
り
「
物
語
を
見
」
て
「
夢
見
が
ち
」
に

暮
ら
し
て
い
る
。
結
婚
も
せ
ず
、
父
母
に
守
ら
れ
て
屋
敷
の
外
に

出
る
こ
と
の
な
い
彼
女
は
現
実
に
向
き
合
う
こ
と
は
な
い
。
「
何

よ
り
も
つ
ら
」
い
父
と
の
別
れ
に
も
女
は
父
の
下
向
に
同
行
せ
ず
、

た
だ
、
こ
れ
に
続
く
部
分
で
父
を
思
っ
て
「
物
語
の
こ
と
を
忘
れ
　
　
　
一

て
し
ま
っ
た
や
う
に
」
山
際
を
眺
め
暮
ら
す
姿
で
描
か
れ
て
い
る
　
　
　
1
8

だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
物
語
中
の
人
物
に
な
り
き
　
　
　
一

っ
た
よ
う
な
姿
で
あ
り
、
彼
女
が
物
語
を
忘
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、

こ
の
後
の
改
変
－
１
父
の
無
事
を
祈
り
に
出
か
け
た
太
秦
で
男
車

に
跡
を
つ
け
ら
れ
、
「
気
に
す
る
や
う
に
」
車
を
早
め
た
こ
と
や
、

父
の
無
事
を
祈
願
す
る
祈
り
の
途
中
に
男
車
の
こ
と
を
思
い
出
し
、

そ
れ
を
「
逐
ひ
退
け
る
」
用
に
顔
を
振
っ
て
忘
れ
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
原
典
で
は
男
車
に
関
す
る
記
載
は
歌

を
読
み
か
け
ら
れ
、
返
事
を
し
な
い
の
も
悪
か
ろ
う
と
返
歌
し
て

行
き
過
ぎ
る
だ
け
で
、
作
者
は
七
日
間
寺
に
こ
も
る
間
「
仏
も
あ



は
れ
と
き
き
い
れ
さ
せ
給
ひ
け
む
か
し
」
と
思
う
ほ
ど
▽
心
に
父

の
こ
と
を
思
っ
て
祈
っ
て
い
る
。
改
変
に
よ
っ
て
堀
が
、
女
を
現

実
に
物
語
を
求
め
る
ロ
マ
ネ
ス
ク
な
方
向
へ
と
方
向
付
け
し
て
い

る
の
が
わ
か
る
。

　
な
お
、
こ
の
節
に
は
他
に
大
き
な
改
変
と
し
て
、
任
国
前
の
父

の
言
葉
が
大
き
く
削
ら
れ
、
彼
の
京
を
出
た
後
の
手
紙
が
直
接
話

法
に
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
際
し
、
渡
り
鳥
の
群
れ
が

点
描
さ
れ
、
同
じ
く
堀
の
手
に
よ
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
た
、
京
に

残
っ
た
女
が
見
る
渡
り
鳥
の
叙
述
と
の
間
に
対
応
が
取
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
あ
る
が
、
今
回
は
論
の
趣
旨
と
は
な
れ
る
の
で
詳
し
く

は
述
べ
な
い
こ
と
と
す
る
。

女
は
も
う
自
分
の
運
命
が
自
分
の
力
だ
け
で
は
ど
う
し
や
う

も
な
く
な
っ
て
来
て
ゐ
る
こ
と
に
気
が
っ
か
ず
に
は
ゐ
ら
れ

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
さ
う
い
ふ
境
界
の
変
化
も
、
此
女
の

胸
深
く
に
根
を
下
ろ
し
て
ゐ
る
、
昔
な
が
ら
の
夢
だ
け
は
い

さ
さ
か
も
変
へ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
女
は
自
分
の
運

命
が
思
ひ
の
ほ
か
に
は
か
な
く
見
え
て
く
れ
ば
来
る
ほ
ど
、
一

層
そ
れ
を
頼
り
に
し
出
し
て
ゐ
た
。
「
か
う
い
ふ
少
女
ら
し
い

夢
を
抱
い
た
ま
ま
、
埋
も
れ
て
し
ま
う
の
も
好
い
」
－
・
‐
さ

う
さ
へ
思
っ
て
、
女
は
相
不
変
、
几
帳
の
か
げ
に
、
物
語
ば

か
り
見
て
は
、
は
た
め
に
は
い
か
に
も
無
為
な
日
々
を
送
っ

て
ゐ
た
。
（
三
）

　
三
節
冒
頭
の
女
の
こ
の
思
い
も
、
先
に
見
た
二
節
冒
頭
の
女
の

思
い
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
二
度
に
わ
た
る
女
の
境
界
の
変
化

（
父
の
下
向
、
父
の
帰
還
と
衰
弱
）
も
、
そ
れ
が
「
相
不
変
、
几

帳
の
か
げ
に
、
物
語
ば
か
り
見
て
」
暮
ら
せ
る
範
囲
の
こ
と
で
あ

れ
ば
、
「
昔
な
が
ら
の
夢
だ
け
は
い
さ
さ
か
も
変
へ
る
こ
と
は
出

来
な
」
く
て
当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
運
命
の
は
か
な
さ
は
彼
女
を

ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
気
分
に
す
る
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
女
の
「
か
う

い
ふ
少
女
ら
し
い
夢
を
抱
い
た
ま
ま
、
埋
も
れ
て
し
ま
う
の
も
好

い
」
と
い
う
感
懐
は
そ
れ
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
後
は
少
し
事
情
が
異
な
っ
て
く
る
。
彼
女
は
周

り
の
人
々
の
熱
心
な
勧
め
に
よ
り
、
女
の
行
く
末
を
案
じ
た
父
母

の
手
に
よ
っ
て
宮
に
差
し
出
さ
れ
、
変
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
現
実
に
ふ
れ
た
女
の
心
境
が
堀
の
手
に
よ
っ
て
ど
ん
ど
ん

加
筆
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
節
の
加
筆
・
改
変
の
大
半
は
宮
中
に
人

19－-



る
次
第
の
説
明
と
そ
れ
な
の
で
あ
る
。

　
加
筆
・
改
変
部
分
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
「
父
母
の
意
に
背
い
て
ま
で
、
そ
ん
な
宮
仕
へ
な
ど
に
出
た
い

と
も
思
は
な
か
っ
た
」
彼
女
は
出
仕
し
、
「
こ
れ
ま
で
安
ら
か
な

無
為
の
中
に
ば
か
り
自
分
を
見
出
し
て
ゐ
た
女
は
、
急
に
自
分
の

前
に
何
や
ら
不
安
を
感
じ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
他
に
為
用
が
な
い

よ
う
に
人
々
の
云
ふ
と
ほ
り
に
な
っ
て
」
い
る
。
そ
ん
な
彼
女
に

は
宮
仕
え
は
っ
ら
く
、
「
そ
れ
が
物
語
に
描
い
て
あ
る
や
う
な
も

の
で
は
な
い
事
は
、
女
も
承
知
し
て
ゐ
た
」
が
、
気
詰
ま
り
で
、

そ
れ
で
も
「
こ
ん
な
具
合
で
は
、
一
体
、
お
れ
達
は
ど
う
な
る
の

だ
ら
う
な
あ
」
と
話
す
父
の
言
葉
に
、
「
気
を
引
き
立
て
る
や
う

に
し
て
、
宮
へ
上
か
つ
て
往
く
の
だ
っ
た
」
。

　
こ
れ
ら
の
加
筆
を
一
覧
し
、
吉
永
論
文
の
指
摘
１
－
‐
‐
草
稿
の
こ

の
節
前
半
に
あ
た
る
部
分
に
は
も
と
も
と
「
三
、
ね
ざ
め
（
夢
覚
め

て
）
」
と
大
き
く
見
出
し
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
ー
と
あ
わ
せ
考

え
る
と
、
堀
は
三
節
で
、
女
が
物
語
の
舞
台
で
あ
る
宮
中
に
上
が

り
、
そ
の
現
実
に
触
れ
る
こ
と
で
、
女
が
そ
れ
ま
で
の
夢
か
ら
覚

め
る
過
程
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
前
略
）
さ
す
が
に
宮
仕
へ
を
し
た
後
に
は
、
女
は
も
う
世
の

中
が
自
分
の
思
つ
た
や
う
な
も
の
で
は
な
い
事
を
い
よ
い
よ

切
実
に
知
り
だ
し
て
ゐ
た
。
薫
大
将
だ
の
、
浮
舟
だ
の
が
此

の
世
に
あ
り
得
よ
う
筈
が
な
い
事
も
わ
か
り
過
ぎ
る
位
わ
か

っ
て
来
た
。
が
、
一
方
、
女
は
さ
う
い
ふ
ど
う
に
も
為
様
の

な
い
や
う
な
詮
ら
め
に
落
ち
着
か
う
と
し
て
ゐ
る
自
分
が
、

却
っ
て
昔
の
自
分
よ
り
も
ふ
が
い
な
く
思
へ
て
な
ら
な
か
っ

た
。
（
四
）

　
四
節
冒
頭
で
は
堀
の
解
説
は
右
の
引
用
の
よ
う
な
文
章
に
な
る
。

傍
線
部
が
原
典
に
は
な
い
部
分
で
、
矢
野
論
文
（
５
）
で
は
「
現
実

に
対
し
て
消
極
的
な
自
分
に
強
い
不
満
を
お
ぼ
え
る
」
主
人
公
の

姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
言
う
「
昔

の
自
分
」
と
は
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
物
語
に
耽
溺
し
て
い

た
過
去
の
自
分
、
す
な
わ
ち
出
仕
す
る
前
の
今
以
上
に
現
実
に
対

し
て
消
極
的
で
あ
っ
た
頃
の
自
分
で
あ
ろ
う
。
吉
永
論
文
五
に

指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
草
稿
の
こ
の
部
分
に
は
「
物
語
を
断
念
す
」

と
書
き
込
み
が
あ
る
。
引
用
部
を
見
て
も
薫
や
浮
舟
は
物
語
の
世

界
の
象
徴
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
は
物
語
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
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と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
上
で
そ
の
こ
と
が
逆
に
物
語
に
お

ぼ
れ
る
こ
と
よ
り
ふ
が
い
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た

い
。
女
の
物
語
へ
の
情
熱
は
現
実
の
前
に
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ

う
に
見
え
る
が
、
ま
だ
心
の
奥
に
強
く
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
続
く
加
筆
部
分
で
は
、
女
は
「
自
分
だ
け
な
ら
、
こ
の

ま
ま
静
か
に
老
い
る
の
も
好
い
と
考
へ
て
ゐ
た
。
そ
れ
程
女
は
身

も
心
も
疲
れ
切
つ
て
ゐ
た
」
が
姪
た
ち
の
こ
と
を
考
え
て
析
々
出

仕
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
か
う
し
て
此
頃
の
や
う
に
自
分
が

即
か
ず
離
れ
ず
の
気
持
ち
で
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
て
か
ら
、
漸

く
宮
仕
へ
と
云
ふ
も
の
の
趣
を
自
分
で
も
わ
か
り
か
け
て
き
た
よ

う
な
気
も
し
な
い
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
心
境
に
落
ち
着
い
た

と
語
ら
れ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
心
境
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、
彼
女
は
不
断
経
の
夜

に
右
大
弁
に
出
会
う
。
そ
れ
ま
で
物
語
の
中
だ
け
に
存
在
し
た
夢

の
よ
う
な
瞬
間
を
実
体
験
と
し
て
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
堀
の
操
作
で
本
来
こ
の
節
に
入
る
は
ず
の
結
婚
の
記
事
が
六

節
へ
と
移
動
し
て
い
る
た
め
、
女
は
未
婚
で
あ
り
、
男
と
の
出
会

い
の
感
興
は
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
出
会
い
の
場
面
の
あ
ら
す
じ
は
、
あ
る
女
房
と
不
断
経
を
間
い

て
い
た
作
者
の
ほ
う
に
「
気
が
つ
か
な
い
や
う
に
」
近
づ
い
て
き

た
殿
上
人
が
「
ど
ち
ら
に
向
か
つ
て
と
も
つ
か
ず
」
話
し
た
り
、

「
真
面
目
に
問
ひ
か
け
た
り
」
し
て
「
い
つ
ま
で
も
気
も
ち
好
さ

さ
う
に
話
し
込
」
ん
で
い
た
が
、
「
ど
う
し
た
訳
」
か
十
七
年
前

の
雪
の
夜
の
思
い
出
を
思
い
出
す
。
そ
し
て
「
こ
れ
か
ら
は
き
っ

と
こ
ん
な
真
暗
な
、
と
き
ど
き
打
ち
し
ぐ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
冬
の

夜
の
こ
と
も
」
折
々
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
語

り
、
去
っ
て
い
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
原
作
に
は
ど
の
季
節
に

心
を
寄
せ
ら
れ
ま
す
か
と
の
質
問
に
続
い
て
い
る
も
の
が
、
こ
こ

で
は
「
ど
う
し
た
訳
」
か
思
い
出
し
た
と
単
独
で
語
ら
れ
て
お
り
、

女
に
会
っ
た
夜
の
右
大
弁
の
感
動
が
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
改
変
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
場
面
で
は
他
に
も
右
に
「
　
」
で
示
し
た

よ
う
な
細
か
な
言
葉
や
そ
れ
に
当
た
る
よ
う
な
文
が
加
筆
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
右
大
弁
の
人
柄
を
補
い
、
会
話
の
不
自
然
さ
を

補
う
範
囲
を
出
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
節
は
最
後
に
次
の
よ
う
な

一
文
を
加
筆
さ
れ
て
終
え
ら
れ
て
い
る
。

　
男
は
そ
ん
な
問
は
ず
語
り
を
為
は
じ
め
た
時
と
少
し
も
変

ら
な
い
静
か
な
様
子
で
、
そ
れ
を
言
ひ
畢
え
た
。
／
男
が
程
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経
て
立
ち
去
っ
た
跡
、
女
達
は
そ
の
ま
ま
め
い
め
い
の
物
思

ひ
に
ふ
け
り
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
も
其
処
に
ぢ
っ
と
伏
せ
て

い
た
。
雨
は
、
本
の
葉
の
上
に
、
思
い
出
し
た
や
う
に
寂
し

い
音
を
立
て
続
け
て
ゐ
た
。

　
女
は
、
男
と
の
逢
瀬
に
物
思
い
に
ふ
け
り
な
が
ら
「
伏
せ
て
」

い
る
。
憧
れ
て
い
た
物
語
の
世
界
の
人
と
な
り
お
お
せ
て
、
女
は

一
節
の
少
女
に
立
ち
戻
っ
た
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
四
節
ま
で
の
作
品
の
大
き
な
加

筆
・
改
変
は
二
節
の
父
の
言
葉
が
直
接
心
理
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
女
の
心
理
に
か
か
わ
る
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
現
実
す
ら
物
語
の
一
部
と
し
て
耽
溺
し
夢
見
る
乙

女
で
あ
っ
た
女
が
、
出
仕
し
、
現
実
に
触
れ
る
こ
と
で
物
語
か
ら

覚
め
て
行
く
が
、
心
の
底
に
物
語
に
対
す
る
強
い
思
い
を
持
ち
続

け
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
物
語
と
現
実
が
重
な
る
機
会
を
え
て
そ

れ
が
再
燃
す
る
と
い
う
女
の
心
の
動
き
を
見
事
に
描
き
だ
し
て
い

る
。

四
　
「
銕
捨
」
の
女
主
人
公
の
造
型
（
五
、
六
）
と
作
品
の
主
題

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
五
、
六
節
は
原
作
の
事
実
を
追
っ
て
は

い
る
か
、
内
容
は
堀
の
創
作
・
改
変
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
。

　
五
節
で
は
女
の
様
子
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

こ
ん
な
事
が
あ
っ
て
か
ら
も
、
女
が
何
か
と
里
居
が
ち
に
、

い
か
に
も
気
が
な
さ
さ
う
な
折
々
の
出
仕
を
続
け
て
ゐ
た
事

に
は
変
り
は
な
か
っ
た
。
が
、
出
仕
し
て
い
る
間
は
、
い
ま

ま
で
よ
り
も
一
層
、
他
の
女
房
た
ち
の
う
ち
に
詞
少
に
な
っ
　
　
　
一

て
、
一
人
で
ぼ
ん
や
り
と
物
な
ど
眺
め
て
ゐ
る
や
う
な
事
が
　
　
　
2
2

多
か
っ
た
。
（
中
略
）
さ
う
や
っ
て
宮
に
上
っ
て
ゐ
て
も
何
か
　
　
　
一

落
ち
着
き
を
欠
い
て
い
る
女
は
、
里
に
降
り
て
、
気
や
す
く

老
い
た
父
母
だ
け
を
前
に
し
て
ゐ
る
時
は
、
一
層
心
も
空
の

や
う
に
し
て
、
何
か
問
い
か
け
ら
れ
て
も
返
事
も
は
か
ば
か

し
く
し
な
か
っ
た
り
し
た
。
さ
う
し
て
一
向
に
な
っ
て
何
か

を
堪
へ
忍
ん
で
ゐ
る
や
う
な
様
子
が
、
其
頃
か
ら
女
の
上
に

は
急
に
目
立
ち
出
し
て
ゐ
た
。
（
五
）

五
、
六
節
で
は
、
も
は
や
女
の
内
面
心
理
は
Ｉ
～
四
節
の
よ
う



に
説
明
と
し
て
は
語
ら
れ
ず
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
一
向
に
な
っ

て
何
か
を
堪
へ
忍
ん
で
ゐ
る
や
う
な
様
子
」
の
よ
う
な
外
面
描
写

の
中
に
象
徴
的
に
語
ら
れ
、
解
釈
は
読
者
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い

て
い
る
。
そ
の
意
味
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
引
用
の
中
略
部
に
は
「
何
か
の
析
に
い
つ
か
の
女
房
と
Ｉ
し
よ

に
な
り
で
も
す
る
と
」
「
話
も
な
い
の
に
い
つ
ま
で
も
そ
の
女
房
の

傍
に
ゐ
て
何
か
話
を
し
て
ゐ
た
さ
う
に
し
」
て
い
る
彼
女
の
有
様

や
、
右
大
弁
の
こ
と
が
話
題
に
な
り
そ
う
に
な
る
と
話
を
そ
ら
そ

う
と
す
る
の
に
「
い
つ
か
」
「
そ
れ
と
は
な
し
に
聞
き
出
し
て
ゐ
」

る
彼
女
の
有
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
’
そ
こ
か
ら
は
女
の
右
大
弁
に

対
す
る
興
味
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
引
用
部
に
あ
る
よ
う
な

「
詞
少
に
な
っ
て
、
一
人
で
ぼ
ん
や
り
と
物
な
ど
眺
め
て
ゐ
る
」
「
心

も
空
の
や
う
に
し
て
、
何
か
問
い
か
け
ら
れ
て
も
返
事
も
は
か
ば

か
し
く
し
な
か
っ
た
り
」
す
る
女
か
ら
は
恋
す
る
乙
女
の
雰
囲
気

が
読
み
取
れ
る
。
男
に
、
あ
る
い
は
男
と
の
間
に
発
展
す
る
で
あ

ろ
う
物
語
に
彼
女
は
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
女
は
男

と
の
再
会
に
お
い
て
親
し
く
声
を
か
け
ら
れ
な
が
ら
も
「
な
に
さ

ま
で
思
ひ
出
で
け
む
な
ほ
ざ
り
の
木
の
葉
に
か
け
し
時
雨
ば
か
り

を
」
と
て
百
残
す
だ
け
で
去
っ
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ

う
に
へ
≒
右
大
弁
と
の
出
会
い
は
原
作
よ
り
さ
ら
に
は
か
な
い
も

の
と
さ
れ
、
す
れ
違
い
に
終
わ
る
よ
う
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
嫡
捨
」
の
自
作
解
説
と
し
て
論
の
た
び
に
引
き
合
い
に
出
さ

れ
る
「
銕
捨
記
」
に
は
、
更
級
日
記
の
作
者
に
つ
い
て
、
堀
が

「
私
が
早
い
日
か
ら
さ
う
い
ふ
風
に
読
み
慣
は
し
て
、
い
ま
で
は

私
の
裡
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
て
ゐ
る
こ
の
女
の
心
像
と
切

り
離
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
」
読
み
方
と
し
て
次

の
よ
う
な
記
載
が
な
さ
れ
て
お
り
、
原
作
よ
り
は
か
な
い
二
人
の

出
会
い
は
、
そ
の
よ
う
な
堀
の
読
み
方
を
効
果
的
に
表
現
す
る
た

め
に
、
意
図
的
に
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
が
、
そ
の
逢
へ
さ
う
で
逢
へ
ず
に
し
ま
っ
た
刹
那
ほ
ど
、

彼
女
は
自
分
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
物
語
の
中
の
女
で
あ
る

か
の
や
う
な
気
も
ち
を
切
実
に
味
っ
た
こ
と
は
な
い
の
だ
。

さ
う
い
ふ
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
た
だ
け
で
、
そ
の
や
う
な
一

瞬
間
の
心
と
心
と
の
触
れ
合
い
を
感
じ
得
ら
れ
た
だ
け
で
、

既
に
物
語
そ
の
も
の
の
こ
の
世
に
は
有
り
得
な
い
こ
と
を
知

っ
て
ゐ
る
彼
女
は
、
い
か
に
も
切
な
い
が
、
一
方
、
心
の
奥

で
一
種
の
云
ひ
知
れ
ぬ
満
足
を
感
じ
る
。
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引
用
に
あ
る
よ
う
に
「
物
語
そ
の
も
の
の
こ
の
世
に
は
有
り
得

な
い
こ
と
を
」
知
っ
て
い
る
彼
女
は
、
右
大
弁
と
逢
瀬
を
重
ね
、

物
語
の
不
在
を
実
感
し
て
し
ま
う
こ
と
が
恐
い
の
だ
。
ま
だ
夢
を

信
じ
て
い
た
い
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
逢
え
そ
う
で
逢
え
な
い
際
の

瞬
間
の
心
の
ふ
る
え
に
「
物
語
の
中
の
女
」
に
な
っ
た
よ
う
な
気

持
ち
、
「
一
種
の
云
ひ
知
れ
ぬ
満
足
」
を
感
じ
て
満
足
す
る
。

　
女
は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
改
変
・
加
筆
に
よ
っ
て
、
現
実

す
ら
物
語
の
一
部
と
し
て
耽
溺
し
夢
見
る
乙
女
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
。
現
実
に
触
れ
る
こ
と
で
物
語
か
ら
覚
め
た
後
も
、
そ
れ
を

ふ
が
い
な
い
と
思
う
ほ
ど
の
苛
烈
さ
を
も
っ
て
物
語
を
愛
し
て
い

た
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
が
物
語
と
現
実
が
重
な
る
機
会
を
え
た
の

だ
か
ら
、
心
の
奥
に
押
し
込
ん
で
い
た
夢
見
る
心
は
激
し
く
再
燃

す
る
に
違
い
な
い
。

　
だ
が
、
▽
万
で
四
節
以
降
現
実
を
生
き
て
き
た
彼
女
に
は
現
実

に
根
を
下
ろ
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
知
も
働
く
。

こ
の
時
点
で
は
彼
女
を
現
実
に
引
き
戻
す
要
素
は
、
先
に
書
か
れ

た
「
自
分
だ
け
な
ら
、
こ
の
ま
ま
静
か
に
老
い
る
の
も
好
い
」
と

思
い
つ
つ
も
出
仕
を
続
け
る
原
因
と
な
っ
た
甥
た
ち
、
頼
り
な
く

な
っ
た
親
の
こ
と
だ
け
で
も
な
く
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
女
は
無
意
識
の
う
ち
に
夢
を
見
た
い
と
い
う
希
求
と
現
実
に
足

を
下
ろ
そ
う
と
す
る
理
知
と
の
間
で
葛
藤
に
苦
し
む
。
そ
れ
が
右

大
弁
と
あ
っ
て
か
ら
の
彼
女
の
「
一
向
に
な
っ
て
何
か
を
堪
へ
忍

ん
で
ゐ
る
や
う
な
様
子
」
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
彼
女
の
様
子
は
、

六
節
で
は
結
婚
を
経
て
「
い
よ
い
よ
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
る

ば
か
り
だ
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
結
婚
す
れ
ば
右
大
弁
と
の
物

語
は
諦
め
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
一
方
で
女
の
再
燃
し
た
物
語

へ
の
情
熱
は
抑
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
彼
女
の
葛
藤
は
強
　
　
　
一

く
な
り
、
「
誰
の
目
に
も
明
ら
か
」
に
ま
で
な
る
の
だ
と
考
え
る
　
　
　
2
4

と
こ
こ
で
も
つ
じ
つ
ま
が
合
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
大
森
氏
は
こ
の
形
象
を
「
現
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う

な
《
夢
》
に
、
心
を
奪
わ
れ
ま
い
と
す
る
思
い
、
《
夢
》
を
（
夢
》

と
し
て
思
い
捨
て
る
苦
し
み
）
か
ら
く
る
も
の
と
断
じ
て
い
る
。
亘

言
い
得
て
妙
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
で
は
、
そ
の
思
い
や

苦
し
み
の
裏
に
、
彼
女
の
か
わ
る
こ
と
な
い
《
夢
》
へ
の
情
熱
が

あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
が
ち
で
あ
る
。
あ
え
て
そ
の
点
を
強
調
し

て
お
く
。



　
六
節
で
女
は
、
「
二
十
も
年
上
の
」
「
気
立
の
優
し
い
」
「
何
も

か
も
女
の
意
を
か
な
へ
て
や
ら
う
と
」
い
う
気
持
ち
の
見
え
る
「
悪

い
気
は
し
な
」
い
男
の
妻
と
な
る
（
こ
れ
は
年
齢
・
時
期
の
点
て

「
更
級
日
記
」
の
事
実
と
異
な
る
）
。
が
、
女
の
「
一
向
に
な
っ
て

何
か
を
堪
へ
忍
ん
で
ゐ
る
や
う
な
様
子
」
は
明
ら
か
に
な
り
、
女

は
「
を
り
を
り
思
ひ
出
し
笑
ひ
の
や
う
な
寂
し
い
笑
ひ
」
を
浮
か

べ
る
。
夫
は
堀
好
み
の
い
い
人
だ
が
、
彼
女
が
現
在
の
結
婚
生
活

に
満
足
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
、
「
思
ひ
出
し
笑
ひ
の
や

う
な
寂
し
い
笑
い
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
現
在
の
生
活
を
「
寂

し
い
」
も
の
と
観
じ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　
し
か
し
、
彼
女
は
「
何
か
意
を
決
し
た
こ
と
の
あ
る
や
う
に
」

父
母
の
懇
願
を
振
り
切
っ
て
夫
と
と
も
に
下
向
す
る
。
こ
れ
は
作

品
最
大
の
改
変
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
存
在
す

る
。
夫
と
同
行
さ
せ
る
こ
と
に
女
に
対
す
る
堀
の
愛
情
を
見
た
り
、

行
き
先
で
あ
る
信
濃
に
救
抜
を
見
出
し
た
り
、
そ
の
後
の
静
か
な

平
凡
な
生
活
を
想
像
し
て
堀
は
不
幸
な
女
に
幸
福
を
与
え
た
と
み

た
り
、
解
釈
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
の
解
釈
の
中
に
あ
っ
て
特

に
注
目
す
べ
き
は
大
森
氏
の
次
の
発
言
亘
で
あ
ろ
う
。

　
　
《
堀
の
「
銕
捨
」
》
は
、
こ
こ
で
本
文
を
閉
じ
る
。
信
濃

国
に
移
っ
た
後
の
女
主
人
公
と
夫
と
の
生
涯
は
、
本
文
の
向

こ
う
に
、
締
め
だ
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
を
視
点
を
変
え
て

云
え
ば
（
中
略
）
素
材
事
実
を
、
そ
の
存
在
ま
で
も
、
い
ね

ば
先
取
り
し
て
否
定
し
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
も
あ
る
。
堀
自
ら
の
作
品
に
お
い
て
事
実
の
進
行

が
そ
の
こ
と
に
迄
及
ぶ
以
前
に
、
別
の
筋
書
を
挿
入
し
、
挿

入
し
た
所
で
自
分
の
表
現
を
打
切
っ
た
、
と
い
う
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。

　
氏
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
後
「
銕
捨
」
の
女
は
決
し
て
幸
せ
に

な
る
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
論
者
や
堀
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
更
級
日
記
の
作
者
も
晩
年
は
幸
福
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。

ま
た
、
そ
れ
を
知
ら
ず
と
も
、
こ
の
小
説
は
「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め

か
ね
つ
」
の
題
詞
で
始
ま
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
暗
い
情

念
は
、
彼
女
の
そ
れ
か
ら
が
決
し
て
幸
福
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
解
釈
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
は
う
っ
か
り
し
が
ち
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
氏
の
言
う

「
別
の
筋
書
」
が
小
説
の
末
尾
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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あ
る
晩
秋
の
日
、
女
は
夫
に
従
っ
て
、
さ
す
が
に
父
母
に

心
を
残
し
て
目
に
涙
を
溜
め
な
が
ら
、
京
を
離
れ
て
往
っ
た
。

幼
い
頃
多
く
の
夢
を
小
さ
い
胸
に
懐
い
て
東
か
ら
上
っ
て
来

た
こ
と
の
あ
る
逢
坂
の
山
を
、
女
は
一
一
十
年
後
に
再
び
越
え

て
往
っ
た
。
「
私
の
生
涯
は
そ
れ
で
も
決
し
て
む
な
し
く
は

な
か
っ
た
Ｉ
Ｉ
」
女
は
そ
ん
な
具
合
に
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
、

と
き
ど
き
京
の
ほ
う
を
振
り
向
い
て
ゐ
た
。

　
こ
れ
が
そ
の
「
別
の
筋
書
」
、
こ
の
作
品
末
尾
の
女
主
人
公
の

形
象
で
あ
る
。

　
矢
野
氏
は
そ
の
論
文
へ
５
）
で
、
堀
が
こ
の
作
品
で
「
主
人
公
が

物
語
を
読
ん
で
い
く
中
で
理
想
の
世
界
と
し
て
作
り
上
げ
て
ら
れ

た
『
夢
』
を
現
実
の
相
克
の
中
で
鍛
え
て
い
く
主
人
公
の
姿
を
作

品
と
し
て
揃
い
」
て
い
る
と
し
、
こ
の
形
象
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

　
　
「
夢
」
を
現
実
逃
避
の
道
具
と
し
、
現
実
に
対
し
て
受
動

的
な
態
度
を
と
り
続
け
て
き
た
主
人
公
は
、
信
濃
へ
下
る
こ

と
で
、
「
夢
」
を
現
実
に
対
し
て
向
き
合
っ
て
い
く
た
め
の

糧
と
し
、
作
品
の
結
末
で
「
私
の
生
涯
は
そ
れ
で
も
決
し
て

む
な
し
く
は
な
か
っ
た
」
と
「
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
」
京
の

ほ
う
に
振
り
向
け
る
女
性
と
な
っ
て
い
た
。

　
信
濃
に
下
る
前
の
女
の
描
写
を
、
信
濃
に
下
る
こ
と
で
変
わ
っ

て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
態
度
か
ら
推
測
し
て
い
る
よ
う
に
書
か
れ

て
い
て
、
わ
か
り
に
く
い
文
面
に
な
っ
て
い
る
が
、
非
常
に
示
唆

的
な
文
章
で
あ
る
。

　
女
が
現
実
逃
避
、
受
動
的
な
態
度
で
の
み
生
き
て
き
た
な
ら

「
私
の
生
涯
は
そ
れ
で
も
決
し
て
む
な
し
く
は
な
か
っ
た
」
と
い

う
思
い
を
持
て
る
だ
ろ
う
か
。
彼
女
の
言
葉
に
は
そ
の
よ
う
な
生

き
方
で
は
生
じ
得
な
い
強
さ
が
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の

か
。

　
こ
の
作
品
で
は
矢
野
氏
が
諮
う
よ
う
に
「
夢
」
を
現
実
の
中
で

鍛
え
て
い
く
姿
が
読
み
取
れ
た
。
た
だ
物
語
の
世
界
を
思
慕
す
る

に
終
わ
っ
た
の
で
な
い
。
夢
を
忘
れ
て
現
実
に
埋
没
し
た
わ
け
で

も
な
い
。
特
に
四
節
以
降
、
女
は
夢
を
糧
と
し
つ
つ
現
実
に
足
を

す
え
て
そ
れ
と
向
き
合
っ
て
生
き
て
い
た
。
空
し
く
な
か
っ
た
と

-26-



い
う
自
負
は
こ
こ
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
か
。
本
文
の
言
葉
を
、

草
稿
の
「
私
の
生
涯
は
空
し
か
つ
た
の
だ
ら
う
か
／
そ
ん
な
に
わ

か
ら
な
い
ほ
ど
す
て
た
人
生
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
に
、
同
じ
く

本
文
の
「
目
を
輝
か
せ
な
が
ら
」
と
い
う
形
象
を
、
草
稿
の
「
物

語
の
／
中
に
出
て
き
さ
う
な
小
家
な
ど
」
を
「
何
か
胸
を
Ｉ
ぱ
い

に
し
な
が
ら
」
見
つ
つ
去
っ
て
い
く
形
象
と
比
べ
て
み
る
と
、
そ

こ
に
は
明
ら
か
に
違
い
が
あ
る
。
草
稿
の
表
現
を
物
語
へ
の
思
慕

の
中
に
の
み
生
き
た
女
性
の
悔
恨
、
夢
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
悲
し

み
だ
と
す
る
と
、
本
文
の
表
現
に
は
た
と
え
そ
れ
が
み
た
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
現
実
を
精
ご
作
‥
生
き
た
女
の
自
負
と
明
日

へ
の
明
る
い
意
志
が
見
ら
れ
、
未
来
へ
の
希
望
が
感
じ
取
れ
る
。

こ
れ
こ
そ
が
堀
が
こ
の
作
品
で
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
数
々
の
改
変
・
加
筆
が
女
性
の
心
理
描
写
に
集
中
し
、
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
女
性
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
最
後
を
前
述
の
「
別
の
筋
書
」
の
女
の
形
象
で
し
め
く
く

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
私
は
そ
う
結
論
す
る
の
で
あ
る
。

　
堀
は
こ
の
後
「
更
級
日
記
」
の
作
者
が
幸
福
に
な
ら
な
い
こ
と

を
知
っ
て
い
た
。
こ
の
後
を
続
け
て
描
け
ば
、
こ
こ
に
示
し
た
女

の
自
負
と
希
望
を
否
定
、
あ
る
い
は
弱
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
題
詞
を
つ
け
、
「
銕
捨
」
と
い
う
題
を
つ
け
る
こ
と
で
女
の

行
く
末
を
暗
示
し
た
こ
と
は
、
そ
う
な
ら
な
い
た
め
の
回
避
策
で

は
な
か
っ
た
か
。
も
ち
ろ
ん
、
信
濃
下
向
と
い
う
改
変
を
や
っ
て

の
け
た
堀
で
あ
れ
ば
、
下
向
後
の
女
を
幸
福
に
描
く
こ
と
は
可
能

で
、
そ
う
し
て
や
り
た
い
よ
う
な
女
へ
の
愛
情
は
「
哺
捨
記
」
な

ど
か
ら
読
み
取
れ
る
の
だ
が
、
彼
は
そ
う
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、

た
と
え
自
負
と
意
志
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
幸
福
に
な
れ
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、
作
家
の
冷
徹
な
人
間
認
識
で
あ
っ
た
ろ

う
か
。

五
　
「
銕
捨
」
と
「
嘱
野
」
～
失
わ
れ
な
か
っ
た
貴
種
流
離
譚
～

　
歴
史
小
説
の
第
三
作
で
あ
る
「
映
捨
」
と
第
四
作
の
「
鵬
野
」

に
は
か
な
り
の
共
通
点
が
あ
る
。
「
銕
捨
」
が
「
物
語
」
に
対
す

る
女
の
気
持
ち
を
軸
に
構
成
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
「
礦
野
」

で
は
「
持
つ
こ
と
」
が
軸
と
な
っ
て
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。

礦
野
は
全
四
節
の
小
説
で
あ
る
が
、
そ
の
一
節
で
女
は
男
の
た
め

を
思
っ
て
別
れ
を
告
げ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
女
は
待
ち
続
け

る
姿
を
書
き
続
け
ら
れ
る
。
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①
そ
れ
で
も
女
は
な
ほ
男
を
心
待
ち
に
し
な
が
ら
（
中
略
）
暮

　
ら
し
を
続
け
て
ゐ
た

②
な
か
ば
傾
い
た
西
の
対
の
端
に
、
わ
づ
か
に
雨
露
を
し
の
ぎ

　
な
が
ら
、
女
は
そ
れ
で
も
ぢ
っ
と
何
者
か
を
待
ち
続
け
て
い

　
た

③
そ
れ
で
も
な
ほ
女
は
そ
こ
を
離
れ
ず
に
、
何
者
か
を
待
ち
続

　
け
て
ゐ
る
の
を
や
め
な
か
っ
た
。

　
　
「
あ
の
方
さ
へ
お
為
合
せ
に
な
っ
て
ゐ
て
下
さ
れ
ば
、
私
は

　
此
の
値
朽
ち
て
も
い
い
」

　
①
か
ら
③
へ
と
現
実
が
厳
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
「
待
つ
こ
と
」

に
満
足
を
見
出
し
て
い
く
こ
の
姿
は
、
「
銕
捨
」
の
女
が
現
実
が

厳
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
「
物
語
」
に
頼
っ
て
い
く
の
と
同
様
の

展
開
で
あ
り
、
③
の
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
思
い
は
出
仕
し
て
現
実
を
知

る
前
の
「
か
う
い
ふ
少
女
ら
し
い
夢
を
抱
い
た
ま
ま
、
埋
も
れ
て

し
ま
う
の
も
好
い
」
と
い
う
「
銕
捨
」
の
女
の
思
い
に
共
通
す
る

も
の
が
あ
る
。

　
二
節
で
は
女
は
男
の
訪
問
を
受
け
、
現
実
に
男
と
暮
ら
す
こ
と

が
夢
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
「
す
べ
て
は
失
は
れ
て
し
ま
つ

た
」
と
待
つ
こ
と
を
断
念
す
る
。
そ
し
て
三
節
で
郡
司
の
息
子
に

身
を
任
せ
、
「
自
分
の
余
り
に
も
つ
た
な
か
っ
た
来
し
方
に
抗
ふ

や
う
な
、
さ
う
し
て
何
か
自
分
の
運
を
試
し
て
み
る
や
う
な
心
持

に
も
な
り
な
が
ら
、
」
男
と
と
も
に
近
江
に
下
向
す
る
の
で
あ
る
。

沈
む
気
持
ち
を
奮
い
立
た
せ
て
生
き
よ
う
と
す
る
こ
の
姿
勢
も
、

気
詰
ま
り
な
宮
仕
え
の
中
、
現
実
に
物
語
な
ど
あ
り
は
し
な
い
と

知
り
つ
つ
も
、
父
の
こ
と
な
ど
を
思
っ
て
「
気
を
引
き
立
て
る
や

う
に
し
て
、
宮
へ
上
か
つ
て
」
行
く
「
啖
捨
」
の
女
の
姿
に
あ
る

程
度
重
な
っ
て
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
下
向
後
の
女
に
つ
い
て
は
男
の
裏
切
り
を
経
て
次
の
よ
う
に
書
　
　
　
2
8

か
れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

が
、
一
月
た
ち
二
月
た
ち
し
て
ゐ
る
う
ち
に
、
（
中
略
）
空

虚
な
気
も
ち
の
す
る
日
々
が
過
ご
さ
れ
た
。
い
ま
ま
で
の
不

為
合
せ
な
　
来
し
か
た
が
自
分
に
さ
へ
忘
れ
去
ら
れ
て
ゐ
る

や
う
な
、
－
さ
う
し
て
、
そ
こ
に
は
、
自
分
が
横
切
っ
て

き
た
境
涯
だ
け
が
、
野
分
の
あ
と
の
、
う
ら
枯
れ
た
、
み
ど

こ
ろ
の
な
い
、
礦
野
の
や
う
に
し
ら
じ
ら
と
残
っ
て
ゐ
る
ば

か
り
で
あ
つ
た
。
「
い
っ
そ
も
う
か
う
し
て
婢
と
し
て
誰
に
も



知
ら
れ
ず
に
一
生
を
終
へ
た
い
」
－
―
‐
－
女
は
い
っ
か
さ
う
も

考
え
る
や
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
心
境
は
［
銕
捨
］
の
題
詞
と
な
っ
て
い
る
［
さ
ら
し
な
や
］

の
和
歌
の
世
界
と
や
は
り
共
通
す
る
。
ま
た
最
後
の
女
の
感
懐
は

「
自
分
だ
け
な
ら
、
こ
の
ま
ま
静
か
に
老
い
る
の
も
好
い
と
考
へ

て
ゐ
た
。
そ
れ
程
女
は
身
も
心
も
疲
れ
切
っ
て
ゐ
た
」
と
描
か
れ

る
「
嫡
捨
」
の
女
と
感
懐
と
等
質
の
も
の
で
あ
る
。
両
作
品
は
、

「
物
語
」
・
　
「
待
つ
こ
と
」
に
耽
溺
す
る
充
実
感
（
し
だ
い
に
き

び
し
く
な
る
現
実
と
そ
れ
に
比
例
し
て
強
く
な
る
思
い
）
↓
　
現

実
の
認
識
と
失
意
　
↓
　
現
実
へ
の
抵
抗
　
↓
　
絶
望
・
悔
恨
と

い
う
道
筋
を
た
ど
り
推
移
す
る
女
の
生
涯
を
描
い
て
い
る
点
で
一

致
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
女
た
ち
に
堀
は
同
情
的
で
あ
っ
た
。
「
嫡
捨
」
で

は
、
男
に
「
何
か
こ
う
物
語
め
い
た
気
分
の
中
に
引
き
摩
ら
れ
て

行
く
や
う
な
、
胸
の
し
め
つ
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
好
い
心
も
ち
１
‐
を

感
じ
、
っ
も
う
一
度
で
好
い
か
ら
、
あ
の
女
と
二
人
ぎ
り
で
し
め

や
か
な
物
語
が
し
て
見
た
い
」
と
思
わ
せ
て
い
る
し
、
「
礦
野
」
で

は
や
は
り
男
に
「
こ
の
女
ほ
ど
自
分
に
近
し
い
、
こ
れ
ほ
ど
貴
重

な
も
の
は
ゐ
な
い
の
だ
」
「
こ
の
女
こ
そ
こ
の
世
で
め
ぐ
り
あ
ふ
こ

と
の
出
来
た
唯
一
の
為
合
せ
１
‐
と
思
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
一
方
で
堀
は
二
人
の
運
命
を
不
幸
の
中
に
閉
じ
る
。
「
銕
捨
」
で

は
「
銕
捨
」
の
地
名
と
「
さ
ら
し
な
や
」
の
歌
の
持
つ
暗
い
情
念

の
中
へ
。
礦
野
で
は
「
死
」
の
世
界
へ
。

　
堀
は
一
つ
の
類
型
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
女
の
あ
り
よ
う
を
認

識
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
割
に
こ
の
よ
う
に
類
型
的
な
作
品
を

書
か
せ
た
も
の
は
何
な
の
か
。
こ
こ
で
少
し
作
品
を
離
れ
て
考
え

て
み
た
い
。

　
堀
の
自
作
解
説
「
嫡
捨
記
」
（
昭
和
十
六
年
八
月
、
「
文
学
界
」
）

の
中
で
、
堀
は
更
級
日
記
を
読
む
中
で
突
然
一
人
の
古
い
日
本
の

女
の
姿
が
ひ
と
つ
の
鮮
や
か
な
心
像
と
し
て
浮
か
ん
で
き
だ
し
た

と
い
う
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

　
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
は
大
切
な
一
瞬
で
あ
っ
た
。
そ
の
鮮

や
か
な
心
像
は
私
に
、
他
の
い
か
な
る
も
の
に
も
ま
し
て
、

日
本
の
女
の
誰
で
も
が
ほ
と
ん
ど
宿
命
的
に
も
っ
て
ゐ
る
夢

の
純
粋
さ
、
其
の
夢
を
夢
と
知
っ
て
し
か
も
な
ほ
夢
み
っ
つ
、
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最
初
か
ら
詮
め
の
姿
態
を
と
っ
て
人
生
を
受
け
容
れ
よ
う
と

す
る
、
そ
の
生
き
方
の
素
直
さ
と
い
ふ
も
の
を
教
え
て
く
れ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
堀
は
「
目
本
の
女
の
誰
で
も
が
」
と
こ
の
作
品
の
テ
ー

マ
が
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
題

詞
の
歌
－
－
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
さ
ら
し
な
や
を
ば
す
て
山

に
て
る
月
を
み
て
ー
－
を
取
り
上
げ
た
理
由
に
つ
い
て
語
る
部
分

に
も
次
の
よ
う
な
表
現
が
見
え
る
。

　
こ
の
古
歌
は
、
私
に
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
作
品
の
女

主
人
公
と
ほ
ぼ
似
た
や
う
な
境
遇
に
あ
つ
た
女
が
、
そ
れ
よ

り
も
ず
つ
と
遠
い
昔
に
人
知
れ
ず
詠
ん
だ
も
の
の
や
う
な
気

が
し
て
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
さ
う
い
ふ
境
遇
の
女
が
自
分
の

宿
命
的
な
悲
し
み
を
懐
い
た
値
い
つ
か
そ
れ
す
ら
忘
れ
去
つ

た
や
う
に
見
え
て
ゐ
た
が
、
あ
る
月
の
好
い
夜
に
そ
れ
を
ゆ

く
り
な
く
も
思
ひ
出
し
、
ど
う
し
や
う
も
な
い
や
う
な
気
も

ち
に
さ
せ
ら
れ
て
ゐ
る
時
に
お
の
ず
か
ら
詠
み
出
し
た
も
の

と
し
て
、
そ
れ
を
考
へ
て
、
一
番
私
の
心
に
そ
の
な
つ
か
し

さ
の
覚
え
ら
れ
る
歌
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
堀
は
自
分
の
作
品
の
女
主
人
公
と
そ
れ
以
前
の
女
性

に
共
通
す
る
思
い
と
し
て
こ
の
歌
を
取
り
上
げ
、
通
時
的
に
も
そ

れ
が
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
こ
の
文
章
で
堀
は
古
歌
中
に
あ
る
「
宿
命
的
な
悲
し
み
」

と
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
や
う
な
気
も
ち
」
に
焦
点
を
当
て
て
い

る
。
こ
の
歌
が
決
し
て
孤
独
や
棄
老
伝
説
を
想
起
す
る
も
の
と
し

て
使
わ
れ
た
の
で
は
な
く
「
わ
が
心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
」
の
部
分

に
焦
点
を
当
て
ら
れ
た
も
の
だ
と
わ
か
る
。
こ
れ
に
続
く
部
分
で

堀
は
「
遂
に
ま
っ
た
く
孤
独
と
な
っ
た
自
分
の
身
の
上
を
『
を
ば

す
て
』
と
観
じ
、
そ
の
よ
う
な
感
慨
を
」
「
託
し
て
ゐ
る
」
更
級

日
記
の
和
歌
よ
り
も
、
「
こ
の
古
歌
そ
の
も
の
を
こ
そ
彼
女
に
目

づ
さ
ま
せ
た
い
や
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
お

り
、
題
詞
と
タ
イ
ト
ル
に
対
す
る
堀
の
気
持
ち
か
ら
読
み
取
れ
る

「
銕
捨
」
は
厳
し
い
運
命
を
生
き
抜
い
た
女
性
の
運
命
的
な
悲
し

み
、
あ
る
い
は
そ
の
や
る
せ
な
さ
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
見
て
き

た
「
銕
捨
」
「
鵬
野
」
の
女
の
形
象
に
重
な
る
の
み
な
ら
ず
、
「
大

和
路
・
信
濃
路
」
の
百
済
観
音
に
つ
い
て
書
か
れ
る
一
節
や
、
次
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の
「
若
菜
の
巻
な
ど
」
（
昭
和
十
五
年
八
月
、
『
創
元
』
）
の
光
源

氏
に
つ
い
て
か
か
れ
る
一
節
な
ど
と
共
通
し
て
お
り
、
こ
の
時
期

の
堀
が
こ
う
し
た
主
題
に
興
味
を
持
ち
続
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。

１
本
当
の
ト
ラ
ヂ
テ
ィ
と
い
ふ
も
の
は
本
当
に
崇
高
な
人

物
が
、
運
命
の
抵
抗
に
遭
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
を
し

つ
つ
、
そ
の
生
涯
の
何
処
か
に
人
知
れ
ぬ
涙
の
痕
を
に
じ
ま

せ
な
が
ら
も
、
し
か
も
そ
の
生
得
の
崇
高
さ
を
少
し
も
失
は

ず
に
、
最
後
ま
で
生
き
抜
く
、
－
１
そ
う
い
っ
た
も
の
で
は

な
い
で
せ
う
か
。

　
堀
は
こ
れ
に
続
く
箇
所
で
こ
の
よ
う
な
「
ド
ラ
デ
ッ
ク
な
」
古

代
人
は
源
氏
物
語
以
前
に
も
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
見
出
し
う
る
の
で

は
な
い
か
と
し
、
鎌
倉
以
降
「
優
れ
た
人
間
の
典
型
」
が
失
わ
れ

た
事
を
借
し
ん
で
い
る
。

　
堀
が
い
う
よ
う
に
「
銕
捨
」
の
女
の
よ
う
な
生
き
方
が
今
も

「
目
本
の
女
の
誰
で
も
が
」
持
つ
も
の
で
、
そ
れ
が
時
代
を
こ
え

女
性
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
光
源
氏
の
よ
う
な
ト

ラ
ジ
ッ
ク
な
古
代
人
の
典
型
と
異
な
り
、
ま
だ
失
わ
れ
ず
歴
史
の

中
に
連
綿
と
続
い
て
い
る
、
一
つ
の
典
型
だ
と
考
え
て
も
よ
か
ろ

う
。
既
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
「
男
」
「
女
」
と
し
て

固
有
名
詞
を
使
わ
な
い
こ
と
も
、
そ
う
し
た
類
型
化
を
容
易
に
し

て
い
る
。
な
ら
ば
、
乱
暴
な
言
い
方
だ
が
、
そ
れ
は
現
代
の
女
性

に
も
継
承
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
福
永
武
彦
は
前
述
の
論
文
で
「
『
ひ
ど
い
運
命
を
背
負
は
さ
れ

た
女
』
を
書
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
堀
が
占
典
か
ら
探
し
出
し
た

モ
チ
イ
フ
で
は
な
く
、
現
実
か
ら
見
出
し
て
、
逆
に
想
像
力
に
よ

っ
て
古
典
に
当
て
は
め
よ
う
と
考
へ
た
モ
チ
イ
フ
で
あ
る
」
と
言

う
。
そ
し
て
、
そ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
『
物
語
の
女
』
で
あ
る
三

村
夫
人
と
『
風
立
ち
ぬ
』
の
節
子
を
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
ひ

ど
い
運
命
を
背
負
は
さ
れ
た
女
』
を
何
も
こ
の
二
人
に
限
る
必
要

は
あ
る
ま
い
。
戦
争
へ
と
進
む
時
代
の
中
で
彼
の
ま
わ
り
で
も
さ

ま
ざ
ま
な
悲
劇
が
起
き
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
そ
の
中
で
三
村
夫
人

や
節
子
と
違
う
、
重
い
運
命
の
中
を
夢
を
糧
に
強
く
生
き
て
い
る

女
性
た
ち
ー
第
三
の
類
型
的
モ
デ
ル
が
い
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
亘
。
た
と
え
、
そ
の
よ
う
な
存
在
が
い
な
く
と
も
、
堀

が
日
本
人
女
性
を
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
「
礦
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野
」
「
嫡
捨
」
を
描
く
こ
と
は
、
当
時
の
女
性
た
ち
に
運
命
に
負

け
て
自
ら
を
見
失
う
こ
と
な
く
強
く
生
き
よ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

た
り
え
た
だ
ろ
う
（
１
０
）
。

　
堀
は
「
旧
友
へ
の
手
紙
」
亘
の
中
で
「
い
つ
か
ま
た
、
さ
ま
ざ

ま
な
見
知
ら
ぬ
他
人
と
の
対
話
だ
と
か
、
他
人
の
悲
劇
へ
の
参
加

（
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
の
差
し
出
が
ま
し
い
助
言
者
に
も
、
冷
や
や

か
な
目
撃
者
に
も
な
り
た
く
は
な
い
。
た
だ
そ
の
傍
ら
に
ぢ
つ
と

し
て
ゐ
て
、
そ
れ
だ
け
で
も
っ
て
不
幸
な
人
々
へ
の
何
か
の
力
づ

け
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
な
者
に
な
つ
て
ゐ
た
い
…
…
）
だ
と
か
の

後
に
、
さ
う
い
う
も
つ
と
静
か
な
、
も
つ
と
力
と
諦
め
に
満
ち
た

モ
ノ
ロ
し
グ
に
帰
つ
て
い
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
」
と
い
っ
て
い

る
。
こ
の
小
説
の
執
筆
は
そ
う
い
っ
た
堀
の
「
他
人
の
悲
劇
へ
の

参
加
」
で
あ
り
、
「
力
と
諦
め
に
満
ち
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
」
で
は
な

か
つ
た
だ
ろ
う
か
。

注ハ

　１

心

昭
和
十
一
年
十
二
月
『
改
造
』
に
「
序
曲
」
「
風
立
ち
ぬ
」
、

昭
和
十
二
年
一
月
『
文
芸
春
秋
』
に
「
冬
」
、
三
月
『
新

女
苑
』
に
「
婚
約
」
、
昭
和
十
三
年
三
月
『
新
潮
』
に
終

　
　
　
章
「
死
の
か
げ
の
谷
」
を
発
表

（
２
）
　
福
永
武
彦
「
堀
辰
雄
の
作
品
」

　
　
　
た
だ
し
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
堀
辰
雄
』
（
昭
和
四

　
　
　
十
六
年
八
月
、
有
精
堂
）
｛
に
よ
る

（
３
）
　
『
堀
辰
雄
辞
典
』
　
竹
内
情
己
編
、
勉
誠
出
版
、
平
成
十

　
　
　
三
年
十
一
月

（
４
）
　
大
森
郁
之
助
「
『
嫡
捨
』
で
の
救
抜
‘
‐
－
粗
描
・
堀
辰
雄
の

　
　
　
世
界
－
」

　
　
　
た
だ
し
『
堀
辰
雄
の
世
界
』
（
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
、
桜

　
　
　
楓
社
）
に
よ
る

（
５
）
　
矢
野
耕
三
「
堀
辰
雄
『
銕
捨
』
論
－
－
－
『
更
級
日
記
』
と

　
　
　
の
比
較
を
通
じ
て
」

　
　
　
　
『
國
學
院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
、
平
成
十
二

　
　
　
年
三
月

（
６
）
　
吉
永
哲
郎
「
『
銕
捨
』
の
創
作
過
程
を
め
ぐ
っ
て
ー
‐
－
新
資

　
　
　
料
・
書
き
込
み
本
と
草
稿
を
中
心
に
」

　
　
　
　
『
国
語
と
国
文
学
』
、
平
成
五
年
六
月

（
７
）
　
吉
田
精
一
　
「
堀
辰
雄
と
王
朝
小
説
」
、
至
文
堂
版
『
現
代
文

　
　
　
学
と
古
典
』
、
昭
和
三
十
六
年
十
月
、

－32－



　
　
　
た
だ
し
、
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
　
堀
辰
雄
』
に
よ

　
　
　
る

（
８
）
　
大
森
郁
之
助
「
信
濃
へ
往
く
嬬
－
堀
辰
雄
の
方
法
に
つ

　
　
　
い
て
の
序
章
」
、
札
幌
大
学
教
養
部
・
札
幌
大
学
女
子
短

　
　
　
期
大
学
部
紀
要
一
号
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月

（
９
）
　
日
本
近
代
文
学
会
九
州
支
部
秋
季
大
会
に
て
熊
本
大
学
の

　
　
　
谷
口
絹
枝
氏
に
窪
川
（
佐
多
）
稲
子
と
そ
の
作
品
「
く
れ

　
　
　
な
い
」
に
そ
う
し
た
傾
向
の
あ
る
こ
と
を
ご
教
示
い
た
だ

　
　
　
い
た
。
今
回
は
そ
こ
ま
で
論
を
の
べ
る
こ
と
が
出
来
な
か

　
　
　
っ
た
の
で
今
後
の
課
題
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
1
0
）
　
時
が
離
れ
る
が
、
堀
は
「
『
古
代
感
愛
集
』
読
後
」
（
昭
和
二

　
　
　
十
三
年
九
月
、
『
表
現
』
）
の
中
で
「
一
つ
の
『
物
語
』
が

　
　
　
単
な
る
一
つ
の
『
物
語
』
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が

　
　
　
『
人
間
性
』
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
と
同
時
に
『
国
民
性
』
に

　
　
　
つ
い
て
も
、
深
く
教
へ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ら
せ
た
い

　
　
　
と
思
ひ
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
銕
捨
」
や
「
礦
野
」
は
、

　
　
　
人
間
性
や
自
我
性
を
失
い
つ
つ
あ
っ
た
時
代
に
対
す
る
堀

　
　
　
の
抵
抗
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
Ｈ
）
　
昭
和
十
四
年
十
二
月
、
「
文
芸
」
。

後
に
改
題
し
て

　
「
悲
し
か
れ
、
美
し
か
れ
ー
窪
川
稲
子
さ
ん
に
ー
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
学
助
教
授
）
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