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語文109(2017・12 大阪大学rnWHII文学会）

は
じ
め
に

ー
〈
小
説
〉
と
〈
手
紙
〉
を
中
心
に
1

永
井
荷
風

『
ひ
か
げ
の
花
』
は
一
九
三
四
年
九
月
号
の
「
中
央
公
論
」
に
発
表
さ
れ

た
。
本
作
で
は
主
人
公
中
島
重
吉
の
凡
そ
二
十
年
に
わ
た
る
人
生
が
中
心
に

語
ら
れ
る
。
重
吉
は
現
在
私
娼
で
あ
る
お
千
代
と
同
棲
し
、
日
々
の
生
活
を

送
る
た
め
に
彼
女
に
頼
っ
て
い
る
。
む
か
し
金
持
ち
の
女
性
の
男
妾
同
様
な

生
活
を
し
て
き
た
煎
吉
は
、
現
在
の
境
遇
に
お
い
て
む
し
ろ
自
ら
の
性
的
快

楽
を
追
求
し
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
一
方
の
お
千
代
も
、
「
夫
の
た
め
に
」

と
い
う
口
実
を
掴
ん
で
卑
猥
な
人
生
を
送
る
。
『
ひ
か
げ
の
花
』
の
末
尾
で

は
、
長
年
行
方
不
明
で
あ
っ
た
お
千
代
の
私
生
児
お
た
み
と
、
彼
女
が
子
供

の
時
枇
話
を
見
て
や
っ
た
塚
山
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
。
現
在
私
娼
と

な
っ
て
い
る
お
た
み
は
、
あ
る
偶
然
か
ら
舟
と
そ
の
愛
人
で
あ
る
重
吉
に
巡

り
あ
っ
た
経
緯
を
塚
山
宛
の
手
紙
に
記
す
。
『
ひ
か
げ
の
花
』
は
こ
の
手
紙

の
引
用
で
閉
じ
ら
れ
る
。

『
ひ
か
げ
の
花
』
初
出
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
雑
誌
編
集
部
の
自
主
的
な
措

『
ひ
か
げ
の
花
』

論

(
l
)
 

骰
に
よ
る
お
び
た
だ
し
い
屈
の
伏
字
や
削
除
が
認
め
ら
れ
、
初
刊
も
戦
後
ま

で
延
期
さ
れ
て
し
ま
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
ひ
か
げ
の
花
』
は
様
々
な

謡
論
の
的
と
な
り
、
特
に
正
宗
白
鳥
と
菊
池
如
兄
と
の
間
で
為
さ
れ
た
滋
見
の

応
酬
は
文
培
内
の
注
目
を
楳
め
た
。
菊
池
は
私
姐
と
「
ヒ
モ
」
と
を
題
材
と

(
2
)
 

す
る
作
品
の
内
容
や
作
者
の
倫
理
性
を
問
題
視
し
た
の
で
あ
る
が
、
正
宗
は

(3) 

こ
れ
に
反
論
し
な
が
ら
「
作
者
の
巧
み
な
観
察
と
描
写
」
を
称
舒
し
て
見
せ

る
。
倫
理
性
の
間
題
の
ほ
か
、
本
作
に
お
け
る
〈
描
写
の
客
観
性
〉
も
ま
た

評
価
の
争
点
と
な
っ
た
。
川
端
康
成
は
『
ひ
か
げ
の
花
』
に
つ
い
て
「
客
観

の
冷
た
さ
が
実
は
な
ま
ぬ
る
く
よ
ご
れ
」
て
い
る
と
酷
評
し
て
い
る
が
、
こ

(
5
)
 

れ
に
対
し
て
ま
さ
に
本
作
に
お
け
る
「
冷
惜
か
つ
傍
観
的
な
描
写
」
を
推
奨

す
る
加
能
作
次
郎
の
評
言
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
二
つ
の
問
題
点
は
後
年
の
研
究
に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
て
い
く
。

『
ひ
か
げ
の
花
』
の
倫
理
性
に
関
わ
る
議
論
は
、
主
と
し
て
本
作
に
一
種
の

社
会
批
評
性
を
見
出
す
論
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
種
の

謡
論
に
お
い
て
は
、
『
ひ
か
げ
の
花
』
に
描
か
れ
て
い
る
枇
界
の
汚
ら
し
さ

ア
ブ
ラ
ル
・
バ
ス
ィ
ル
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や
不
道
徳
的
な
要
素
が
認
め
ら
れ
る
一
方
、
そ
の
登
場
人
物
ー
と
り
わ
け
煎

吉
と
塚
山
ー
の
言
動
が
荷
風
の
思
想
と
結
ば
れ
、
作
品
に
滸
在
し
て
い
る
批

(6) 

評
性
が
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
吉
田
精
一
は
重
吉
に
つ
い
て
「
文
学
本
来

{

[

1

)

 

の
反
逆
粘
神
」
を
指
摘
す
る
。
小
林
一
郎
は
、
重
吉
の
言
動
が
「
「
立
身
出

世
」
と
い
う
明
治
の
枇
柑
を
痛
烈
に
批
判
し
」
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
塚
山
に
も
荷
風
の
影
を
認
め
、
塚
山
の
思
想
に
つ
い
て

「
芸
者
、
娼
婦
、
私
娼
、
女
給
と
言
っ
た
様
な
女
に
対
す
る
荷
風
の
考
え
」

[
8
)
 

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
俯
淵
友
一
も
本
作
の
登
場
人
物
の
言
動
と
荷
風
の
息

想
と
を
関
連
付
け
、
特
に
塚
山
に
つ
い
て
「
荷
風
の
人
生
観
を
代
表
し
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
紐
淵
は
、
種
子
の
淫
ら
な
男
関
係
を
知
り
な

が
ら
一
年
間
も
沈
黙
し
続
け
る
直
吉
の
人
物
造
形
に
「
荷
風
の
計
尊
遥
い
」

が
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、
重
吉
の
社
会
批
評
め
い
た
言
策
に
つ
い
て
「
貨

惜
し
み
の
弁
解
じ
み
て
実
感
に
乏
し
い
」
と
も
指
摘
す
る
。

こ
の
ほ
か
川
端
た
ち
が
注
目
し
た
『
ひ
か
げ
の
花
』
の
描
写
の
手
つ
き
が

客
観
的
か
否
か
は
、
現
在
に
お
い
て
も
は
や
間
題
と
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
語(

9
)
 

り
手
の
主
観
的
な
描
写
方
法
の
意
義
を
論
じ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
坂
垣
公
一

に
よ
る
と
本
作
で
は
、
「
「
屈
辱
」
に
よ
っ
て
女
性
の
「
ひ
も
」
に
な
り
、
そ

の
苦
痛
を
忍
ぶ
「
経
験
」
か
ら
屈
辱
に
快
感
を
覚
え
る
」
と
い
う
「
筋
の
展

開
が
重
視
」
さ
れ
て
い
る
の
で
、
直
吉
の
内
面
の
変
化
の
描
写
は
机
雑
に

(10) 

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
嶋
田
直
哉
に
よ
れ
ば
、
重
吉
は
「
「
賄
落
」
し
た
自

身
の
境
遇
を
納
得
さ
せ
る
的
確
な
論
理
構
成
に
裏
付
け
ら
れ
た
「
小
説
」
」

を
獲
得
し
て
い
る
が
、
お
千
代
は
「
「
深
み
へ
と
堕
ち
て
行
っ
た
」
と
い
う

自
己
認
識
」
さ
え
持
ち
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手
の
態
度
の
背
娯
に
つ

い
て
、
嶋

mは
一
九
三

0
年
代
の
私
娼
の
言
説
の
祁
入
を
指
摘
し
、
『
ひ
か

げ
の
花
』
は
お
た
み
の
手
紙
に
そ
の
言
説
を
対
象
化
も
し
て
い
る
と
、
作
品

の
語
り
の
構
成
を
分
析
し
て
い
る
。

概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
『
ひ
か
げ
の
化
』
の
研
究
に
お
い
て
、
特
に
小

説
の
社
会
的
批
評
性
を
読
み
取
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
作
者
自
身
の
思
想
が

小
説
の
外
部
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
登
場
人
物
の

言
媒
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
術
風
本
人
の
息
想
と
関
辿
づ
け
る
前

に
、
そ
の
場
面
の
具
体
的
な
状
況
を
粘
森
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
脳
は
可
能

な
限
り
『
ひ
か
げ
の
花
』
の
テ
ク
ス
ト
そ
れ
自
休
に
対
峙
し
、
そ
の
な
か
で

浮
上
す
る
間
題
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
か
た
ち
で
作
品
の
読
解
を
辿
め
て
ゆ

く
。
と
り
わ
け
亜
吉
の
〈
小
説
〉
と
お
た
み
の
〈
手
紙
〉
を
爾
視
し
た
い
。

煎
吉
の
過
去
が
語
ら
れ
て
い
る
節
三
章
に
お
い
て
、
語
り
手
は
重
吉
の
〈
小

説
〉
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
を
要
約
し
て
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
当
時
の
出
来
事
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
そ

れ
ら
の
出
来
事
が
も
と
に
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
重
吉
の
〈
小
説
〉
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
出
来
事
の
順
序
立
て
や
因
果
関
係
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
描
か

れ
て
い
る
重
吉
の
内
面
の
変
化
に
関
す
る
記
述
等
か
ら
、
〈
小
説
〉
の
著
者

で
あ
る
重
吉
の
主
観
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、

従
来
術
風
の
ミ
ス
と
さ
れ
て
き
た
璽
吉
の
人
物
造
形
を
見
直
す
と
と
も
に
、

〈
小
説
〉
の
論
理
構
成
と
そ
の
執
節
の
背
屎
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。
お
た
み
の
〈
手
紙
〉
も
こ
れ
と
同
様
に
、
あ
く
ま
で
お
た
み
の
主

観
に
よ
る
言
業
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
内
容
を
素
朴
に
受

け
取
る
の
で
は
な
く
、
〈
手
紙
〉
が
曹
か
れ
た
背
屈
、
す
な
わ
ち
お
た
み
と

28 



ニ
・
一
〈
小
説
〉
化
さ
れ
た
過
去
の
矛
盾

先
述
し
た
よ
う
に
、
『
ひ
か
け
の
花
』
に
お
い
て
重
吉
の
過
去
の
大
半
が

彼
の
薔
い
た
〈
小
説
〉
の
ま
と
め
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
重
吉
本
人
も
今

現
在
の
自
分
の
姿
を
見
つ
め
る
時
に
必
ず
そ
の
過
去
を
意
識
し
て
い
る
か
ら
、

彼
の
自
己
認
識
を
読
み
取
る
た
め
に
〈
小
説
〉
は
欠
か
せ
な
い
材
料
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
〈
小
説
〉
は
な
ぜ
書
か
れ
た
の
か
。
こ
の
間
い
に
答
え
る
た

め
に
、
爾
吉
の
自
叙
伝
で
は
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
見
極
め
る
必
要
が

あ
る
。

〈
小
説
〉
の
射
程
ー
生
活
手
段
と
快
楽
の
一
致

塚
山
の
関
係
も
考
慮
す
る
必
要
が
生
ず
る
。
二
人
の
関
係
の
分
析
は
お
た
み

だ
け
で
は
な
く
、
塚
山
と
い
う
人
物
の
位
置
づ
け
に
も
つ
な
が
れ
ば
、
〈
手

紙
〉
で
描
か
れ
る
お
千
代
に
つ
い
て
の
言
業
を
理
解
す
る
た
め
に
も
欠
か
せ

な
い
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
お
千
代
は
本
作
が
発
表
さ
れ
た
時
期
の
私
娼
の

イ
メ
ー
ジ
に
似
通
う
性
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
考
え
る
と

お
た
み
が
わ
ざ
わ
ざ
自
身
も
含
め
、
「
低
能
」
な
私
娼
像
を
塚
山
に
伝
え
る

意
義
は
ど
こ
に
あ
る
か
、
疑
問
が
残
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
む
し
ろ
お
た
み

は
私
娼
全
般
で
は
な
く
、
お
千
代
だ
け
の
「
低
能
」
さ
を
前
景
化
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
新
た
な
視
点
を
展
開
さ
せ
る
。

〈
小
説
〉
と
〈
手
紙
〉
は
『
ひ
か
げ
の
花
』
が
内
包
す
る
様
々
な
問
題
と

直
結
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
析
は
本
作
の
主
題
を
理
解
す
る

た
め
に
必
要
不
可
欠
な
作
業
で
あ
る
。
以
下
、
重
吉
が
翡
い
た
〈
小
説
〉
か

ら
考
察
を
始
め
る
。

〈
小
説
〉
で
は
重
吉
が
大
学
を
卒
業
す
る
前
後
四
、
五
年
間
の
出
来
事
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
重
吉
が
種
子
と
一
糾
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
後
、
国
元

か
ら
の
仕
送
り
が
断
た
れ
、
卒
業
す
る
ま
で
の
間
、
経
済
的
に
種
子
に
依
存

す
る
こ
と
に
な
る
。
卒
業
し
て
間
も
な
く
就
職
口
を
見
つ
け
る
重
吉
だ
が
、

わ
ず
か
一
年
ほ
ど
で
解
雁
さ
れ
、
再
び
経
済
的
に
種
子
に
支
え
て
も
ら
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
た
だ
し
仕
事
に
就
い
て
い
た
一
年
間
で
、
彼
と
種
子

と
の
関
係
性
に
は
大
き
な
変
化
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
、
相
手
の
行
動
を
怪
し

が
る
重
吉
が
探
偵
社
に
依
頼
し
て
、
調
査
さ
せ
た
結
果
、
種
子
の
妾
と
し
て

の
前
歴
、
更
に
彼
女
が
現
在
自
分
以
外
に
数
人
の
男
と
関
係
を
持
っ
て
い
る

事
梢
に
つ
い
て
も
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
種
子
の
秘
密
を
知
っ
て

か
ら
、
そ
の
ま
ま
一
年
が
経
過
す
る
が
、
今
度
は
種
子
本
人
が
自
身
の
秘
密

を
重
吉
に
打
ち
明
け
る
。
種
子
の
告
白
を
測
い
た
後
の
重
吉
の
内
心
は
以
下

の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。

重
吉
は
種
子
の
語
っ
た
こ
と
を
冷
情
に
考
へ
て
み
た
時
、
始
め
て
自
分

は
沼
泌
な
妾
上
が
り
の
女
に
金
で
買
は
れ
て
ゐ
る
男
妾
も
同
椋
な
も
の

で
あ
る
事
に
心
づ
い
た
。

つ
ま
り
、
〈
小
説
〉
の
主
人
公
で
あ
る
〈
重
吉
〉
は
、
種
子
に
比
の
上
の

こ
と
を
告
白
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
自
分
が
「
男
妾
」
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る

こ
と
に
気
付
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
伯
怒
し
た
彼
は
一
且
種
子
と

の
縁
を
切
ろ
う
と
す
る
も
の
の
、
「
自
活
の
道
を
求
め
る
事
の
い
か
に
困
難

で
あ
る
か
を
知
」
ら
さ
れ
、
仕
方
な
く
種
子
と
の
同
棲
を
続
け
て
い
く
こ
と

に
す
る
。
た
だ
し
重
吉
は
種
子
に
告
白
さ
れ
る
時
点
よ
り
一
年
以
上
も
前
か

ら
、
種
子
の
多
梢
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
く
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
し
、
そ
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の
当
時
で
は
ま
だ
失
職
し
て
い
な
い
の
で
、
「
自
活
の
道
」
は
整
っ
て
い
る

状
態
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。
要
す
る
に
〈
自
分
は
男
妾
の
よ
う
だ
〉
と
い
う

自
己
認
識
は
、
こ
の
時
点
よ
り
は
る
か
前
に
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

の
に
、
一
年
間
の
空
白
を
骰
き
、
種
子
の
告
白
を
間
い
て
か
ら
、
は
じ
め
て

「
廉
恥
の
心
」
に
悩
ま
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
重
吉
〉
の
人
物
造
形
に
は
、
確
か
に
一
種
の
矛
盾
が
認
め

ら
れ
る
。
し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
陪
り
手
は
、

過
去
に
起
こ
っ
た
客
観
的
な
事
実
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
重
吉
の

〈
小
説
〉
を
要
約
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
内
容
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
か
ら
、

煎
吉
の
内
的
必
救
に
迫
る
新
た
な
手
口
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
。
自
分
が
種

子
に
金
で
買
わ
れ
て
い
る
も
同
然
だ
と
知
り
な
が
ら
、
一
年
間
も
同
棲
し
続

け
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
重
吉
は
自
ら
の
ヒ
モ
と
し
て
の
姿
に
煩
悶
を
槌
え
る

ほ
ど
敏
感
な
盤
恥
心
を
具
え
る
人
物
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
姿
を
種
子
に
指
摘
さ
れ
た
際
に
感
じ
た
「
侮
辱
」
は
、
こ
れ
と
は
性
質

を
異
に
し
て
い
る
感
情
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
煎
吉
の
煩
悶
の
源
に
「
か
つ

て
槌
え
た
こ
と
の
な
い
侮
辱
」
と
、
そ
れ
が
も
た
ら
し
た
「
廉
恥
の
心
」
と

い
う
、
他
人
の
存
在
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
た
感
情
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
重
吉
に
「
己
の
行
為
に
対
す
る
緋
疏
」
と
な
る
〈
小
説
〉
を

書
か
せ
た
の
は
、
自
ら
の
ヒ
モ
と
し
て
の
自
己
認
識
等
で
は
な
く
、
そ
の
姿

を
相
手
の
女
に
指
摘
さ
れ
て
受
け
た
「
侮
辱
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
重

吉
は
〈
小
説
〉
の
中
で
、
生
活
難
を
避
け
る
た
め
に
侮
辱
に
堪
え
な
け
れ
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
合
理
的
な
道
程
を
作
り
出
し
、
更
に
そ
の
背
娯
に
「
学

生
上
が
り
で
悪
気
が
な
い
」
が
「
妾
上
が
り
の
女
」
に
弄
ば
れ
て
い
る
、
と

い
う
自
己
像
も
作
り
上
げ
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
小
説
〉
に
施
し
た
工
夫
に

よ
っ
て
善
良
な
自
己
像
が
守
ら
れ
、
自
ら
の
選
択
し
た
道
も
正
当
化
さ
れ
る
。

そ
の
過
程
で
、
廉
恥
の
念
に
悩
ま
さ
れ
る
〈
重
吉
〉
は
、
「
良
心
を
麻
痺
さ

せ
廉
恥
の
心
を
押
さ
え
る
や
う
な
方
法
」
を
掴
む
た
め
に
、
反
俗
的
な
姿
勢

を
と
り
、
次
の
よ
う
な
理
屈
ま
で
述
べ
て
い
る
。

世
間
に
は
立
身
栄
達
の
道
を
求
め
る
た
め
に
窟
楽
の
投
子
に
な
っ
た
り
、

権
家
の
婚
に
な
っ
た
り
す
る
も
の
が
い
く
ら
も
あ
る
。
現
在
批
に
重
ん

ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
知
名
の
人
た
ち
の
中
に
も
こ
の
例
は
珍
し
く
な
い
。
そ

れ
に
比
較
す
れ
ば
重
吉
は
さ
ほ
ど
そ
の
身
を
恥
じ
る
に
も
当
た
る
ま
い
。

女
の
厄
介
に
な
っ
て
、
の
ら
く
ら
し
て
ゐ
る
位
の
事
は
役
人
か
賄
賂
を

取
っ
て
狩
沢
す
る
の
に
比
べ
れ
ば
何
で
も
な
い
話
で
あ
る
。

こ
の
個
所
か
ら
紺
風
譲
り
の
文
明
批
評
を
読
み
取
る
見
解
も
あ
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
記
述
も
や
は
り
重
吉
の
〈
小
説
〉
の
内
容
に
基
づ
い
て
い
る

こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
「
立
身
栄
逹
」
を
「
の
ら
く
ら
」
生

活
す
る
こ
と
と
同
一
視
す
る
理
屈
か
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
「
侮
辱
」
を
乗
り

越
え
現
状
に
満
足
し
た
い
煎
吉
の
、
自
分
の
立
場
の
正
当
化
と
い
う
衷
の
狙

い
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
己
の
過
去
を
操
っ
て
い
る
煎
吉
は
、
果
た
し
て
〈
小
説
〉
を

Itcr
く
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
達
成
し
た
の
か
。
彼
が
今
な
お
折
々
そ
の
〈
小

説
〉
を
読
み
返
し
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
次
範
で
は
煎

吉
の
現
状
と
〈
小
説
〉
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
る
。
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ニ
・
ニ
〈
小
説
〉
が
も
た
ら
す
現
状
の
正
当
化

重
吉
は
己
の
置
か
れ
て
い
る
現
在
の
状
況
を
見
つ
め
る
と
き
に
、
そ
の
堕

落
の
原
点
と
し
て
種
子
と
の
過
去
を
意
識
し
て
い
る
と
言
え
る
。
彼
が
〈
小

説
〉
を
幣
く
こ
と
で
、
自
分
の
匝
落
の
道
程
を
論
理
的
に
整
理
し
よ
う
と
し

た
も
の
の
、
本
作
の
冒
頭
近
く
の
記
述
を
見
る
と
、
今
な
お
そ
の
経
緯
を

「
不
思
議
な
心
持
」
に
な
っ
て
振
り
返
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
は
成
果
を
上

げ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
同
じ
個
所
で
、
彼
が
未
だ
に

「
漸
愧
と
絶
望
の
念
」
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
記
述
も
参
照
す
れ
ば
、
「
男
の

持
つ
て
ゐ
る
廉
恥
の
心
を
根
こ
そ
ぎ
取
り
捨
て
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
い
う
目
論
見
が
ど
こ
ま
で
成
功
し
た
の
か
も
疑
わ
し
く
Ill
心
わ
れ
る
。

だ
が
璽
吉
の
制
作
の
試
み
を
一
概
に
失
敗
し
た
も
の
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
彼

が
〈
小
説
〉
を
未
だ
大
切
に
保
管
し
、
読
返
す
理
由
は
な
く
な
る
。

こ
こ
で
再
度
、
煎
吉
に
〈
小
説
〉
を
書
か
せ
た
原
動
力
に
注
目
し
た
い
。

重
吉
は
女
か
ら
受
け
る
侮
辱
に
堪
え
ら
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
。
そ
こ

で
、
た
と
え
自
分
の
過
去
の
経
歴
を
合
理
的
に
整
理
で
き
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
最
終
的
な
目
標
で
あ
っ
た
侮
辱
の
処
理
は
達
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る

の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
種
子
と
死
に
別
れ
、
お
千
代
と
の
生
活
も
行
き

詰
っ
た
時
の
重
吉
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

璽
吉
は
女
の
歓
心
を
得
る
た
め
に
は
ど
ん
な
屈
辱
を
忍
び
得
ら
れ
る
男

で
あ
る
事
を
自
覚
し
て
ゐ
た
。
許
沢
な
玉
突
場
の
女
主
人
に
取
入
っ
て
、

七
、
八
年
の
間
淫
拗
な
生
活
を
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
中
、
重
吉
は
女
か
ら
受

け
る
屈
辱
に
対
し
て
、
反
動
的
な
快
楽
を
も
感
じ
る
や
う
に
な
っ
た
。

つ
ま
り
重
吉
は
、
学
生
の
時
分
に
比
し
て
、
女
か
ら
受
け
る
屈
辱
に
堪
え

得
る
、
い
ま
の
自
身
の
性
質
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
の
「
自
槌
」
は
重
吉
の

種
子
と
過
こ
し
た
数
年
間
の
「
経
験
」
と
ペ
ア
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と

に
注
日
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
お
千
代
の
売
春
が
二
人
の
間
で
測
示
さ
れ
、

重
吉
が
公
然
と
お
千
代
の
ヒ
モ
と
な
っ
た
夜
の
彼
の
内
面
は
以
下
の
よ
う
に

描
写
さ
れ
る
。

重
吉
は
曾
て
我
倣
で
身
の
修
ま
ら
な
い
年
上
の
女
と
圃
棲
し
た
時
の
経

験
も
あ
る
の
で
、
下
手
に
出
て
女
を
あ
や
な
す
こ
と
に
は
馴
れ
て
ゐ
る
。

枇
間
一
般
の
男
の
忍
び
得
ら
れ
な
い
事
を
し
て
み
る
の
が
、
今
で
は
改

め
ら
れ
な
い
性
癖
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
重
吉
に
は
名
誉
と
品
格
あ

る
人
々
の
生
活
が
わ
け
も
な
く
硝
屈
に
、
ま
た
何
と
な
く
偽
善
ら
し
く

思
わ
れ
る
の
に
反
し
て
、
梱
惰
卑
猥
な
生
活
が
却
て
修
飾
な
き
人
生
の

幸
福
で
あ
る
や
う
に
も
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
名
巻
と
品
格
あ
る
人
々
の
生
活
」
と
「
揃
惰
卑
猥
」
な
「
性
癖
」
と
、

そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
も
の
が
、
あ
た
か
も
対
立
関
係
に
あ
る
か
の
よ

う
に
位
闘
つ
け
ら
れ
て
い
る
点
は
、
「
立
身
栄
逹
」
を
自
ら
の
女
性
関
係
と

都
合
よ
く
対
峙
さ
せ
る
〈
小
説
〉
中
の
〈
重
吉
〉
の
理
屈
と
同
じ
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
し
か
も
餓
吉
の
こ
う
し
た
考
え
方
の
背
娯
に
は
、
は
っ
き
り
と

「
年
上
の
女
と
同
棲
し
た
時
の
経
験
」
が
附
か
れ
て
い
る
。
重
吉
が
〈
小

説
〉
を
再
々
読
み
返
す
こ
と
を
通
し
て
自
分
と
種
子
の
経
歴
を
振
り
返
っ
て

い
る
点
に
鑑
み
れ
ば
、
布
に
示
し
た
論
理
の
仕
組
み
と
〈
小
説
〉
を
繰
り
返

し
読
み
続
け
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
性
が
浮
上
し
て
く
る
。
常
に
そ
の
堕
落

の
過
程
を
〈
小
説
〉
の
再
読
を
通
し
て
回
顧
す
る
煎
吉
が
、
自
身
の
過
去
を

合
理
的
に
整
理
す
る
手
段
を
獲
得
し
得
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
た
だ
し
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重
吉
は
、
〈
小
説
〉
を
読
み
返
す
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
る
「
自
党
」
や
「
経

験
」
に
よ
っ
て
自
分
の
現
在
の
立
場
を
正
当
化
し
、
そ
の
境
遇
に
こ
そ
人
生

の
幸
福
が
あ
る
の
だ
と
い
う
認
識
ま
で
も
獲
得
し
て
い
る
。
こ
れ
は
重
吉
が

未
だ
に
〈
小
説
〉
を
読
み
返
す
こ
と
の
最
大
の
理
由
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。一

方
で
、
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
重
吉
は
既
に
女
か
ら
受
け
る
侮
辱
に

「
反
動
的
な
快
楽
」
を
見
出
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
も
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
『
ひ
か
げ
の
化
』
で
は
、
重
吉
の
内
面
が
こ
の
よ
う
に
変
容
す
る
ま
で

の
詳
細
な
過
程
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
だ
が
重
吉
の
こ
う
し
た
性
質
は
、
お

千
代
と
の
同
棲
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
の
か
、
そ
の
動
き
を

テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
お
千
代
の
売
春
が
公
然
と
な
っ

た
夜
の
場
面
で
は
、
重
吉
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

お
千
代
と
同
棲
し
て
か
ら
、
四
、
五
年
を
過
ぎ
て
そ
の
生
活
は
い
つ
か

単
調
に
陥
り
か
け
て
ゐ
た
の
が
、
そ
の
夜
か
ら
俄
か
に
異
様
な
活
気
を

浴
び
て
来
た
。
そ
れ
は
自
分
と
同
棲
し
て
ゐ
る
女
が
折
々
他
の
男
に
も

接
触
す
る
と
い
ふ
事
実
を
空
想
す
る
と
、
重
吉
は
其
事
か
ら
種
々
な
る

妄
想
を
誘
起
せ
ら
れ
、
烈
し
く
情
欲
を
刺
戟
せ
ら
れ
る
が
た
め
で
あ
る
。

ま
た
爾
吉
が
お
千
代
の
囲
わ
れ
て
い
る
杉
村
の
妾
宅
に
出
入
り
す
る
よ
う

に
な
っ
た
時
に
も
同
様
に
、
彼
の
性
癖
が
表
面
化
し
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な

状
況
の
展
開
は
、
ま
さ
に
種
子
が
重
吉
に
秘
密
を
告
白
し
た
場
面
と
同
じ
も

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
八
章
で
描
か
れ
て
い
る
夜
の
場
面
、
あ
る
い
は
杉

村
の
妾
宅
に
出
入
り
す
る
場
面
で
は
、
重
吉
が
自
ら
の
ヒ
モ
と
し
て
の
姿
に

直
面
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
種
子
と
の
同

棲
か
ら
「
自
詑
」
や
「
経
験
」
を
獲
得
し
て
い
る
重
吉
は
、
「
侮
辱
」
を
感

じ
て
「
廉
恥
の
心
」
に
悩
ま
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
自
ら
の
置
か

れ
た
立
場
か
ら
掻
き
立
て
ら
れ
る
妄
想
に
「
烈
し
く
梢
欲
を
刺
戟
せ
ら
れ
」

て
、
自
分
の
生
活
に
「
異
様
な
活
気
」
を
感
じ
取
る
の
だ
。
そ
も
そ
も
お
千

代
と
の
生
活
に
お
い
て
、
匪
吉
は
種
子
の
場
合
と
は
異
な
り
、
相
手
の
秘
密

に
一
年
も
蓋
を
し
て
沈
黙
す
る
ど
こ
ろ
か
、
自
ら
進
ん
で
お
千
代
に
秘
密
を

駆
篠
さ
せ
た
結
果
、
「
二
人
の
心
と
肉
体
と
は
い
よ
／
＼
離
れ
が
た
＜
密
接

す
る
や
う
に
」
な
る
展
開
に
も
や
は
り
〈
小
説
〉
の
影
聘
が
見
ら
れ
る
。

確
か
に
煎
吉
は
お
千
代
と
の
生
活
に
お
い
て
経
済
的
な
支
援
を
受
け
、

日
々
の
生
活
を
送
る
手
段
を
確
保
し
て
い
る
。
た
だ
し
厳
密
に
言
え
ば
、
重

吉
が
お
千
代
の
〈
稼
ぎ
〉
を
意
識
す
る
場
面
は
第
一
章
に
し
か
描
か
れ
て
い

な
い
。
一
方
、
お
千
代
の
売
春
が
公
然
と
な
っ
た
夜
の
場
面
、
あ
る
い
は
お

千
代
が
杉
村
の
妾
に
な
っ
た
時
等
、
も
と
も
と
経
済
難
を
乗
り
越
え
る
た
め

の
工
夫
だ
っ
た
は
ず
の
ヒ
モ
た
る
自
己
像
に
龍
面
さ
せ
ら
れ
て
も
、
重
吉
は

殆
ど
金
銭
的
な
閲
心
を
示
さ
ず
、
単
に
性
的
欲
求
の
満
足
を
考
え
て
い
る
よ

う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
お
千
代
の
〈
ヒ
モ
〉
と
な
る
こ
と
は
、

誼
吉
に
そ
の
変
態
的
な
性
欲
を
満
足
さ
せ
る
手
段
さ
え
も
与
え
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
両
方
の
一
致
を
可
能
に
し
て
い
る

も
の
こ
そ
、
彼
の
手
に
な
る
〈
小
説
〉
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
重
吉
が

「
悔
辱
」
か
ら
「
快
楽
」
を
受
け
取
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
創
作

の
試
み
が
も
た
ら
し
た
結
呆
で
あ
る
の
だ
。
彼
は
〈
小
説
〉
を
読
む
こ
と
か

ら
得
ら
れ
る
認
識
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
現
状
に
渦
足
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
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三
・
＿
お
た
み
の
誤
解
、
塚
山
の
「
理
解
」

『
ひ
か
げ
の
花
』
は
、
主
に
重
吉
と
お
千
代
と
に
焦
点
が
附
か
れ
る
小
説

で
あ
る
が
、
末
尾
の
悌
十
三
章
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
に
登
楊
し
な
か
っ
た
塚

山
と
い
う
人
が
登
場
す
る
。
塚
山
の
来
歴
が
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
た
後
、
彼
と

お
千
代
の
私
生
児
で
あ
る
お
た
み
と
の
関
係
が
、
塚
山
を
視
点
人
物
に
し
て

語
ら
れ
る
。
最
後
に
、
お
た
み
が
塚
山
宛
に
出
し
た
〈
手
紙
〉
が
引
用
さ
れ
、

『
ひ
か
げ
の
花
』
が
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
度
流
れ
を
断
ち
切
ら
れ
た

重
吉
と
お
千
代
の
物
語
は
、
こ
の
〈
手
紙
〉
に
お
い
て
、
お
た
み
の
目
を
通

じ
て
再
び
語
ら
れ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
重
吉
が
書
い
た
〈
小
説
〉
と
述
っ

て
、
お
た
み
の
〈
手
紙
〉
に
つ
い
て
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
自
体
が
小
説
の
末

尾
に
骰
か
れ
て
い
る
の
で
、
作
品
の
構
造
上
、
特
別
な
取
り
扱
い
だ
と
言
え

よ
う
。
こ
の
〈
手
紙
〉
で
書
か
れ
る
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
、
当
然
そ
の

執
節
の
背
娯
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

お
た
み
の
〈
手
紙
〉
と
『
ひ
か
げ
の
花
』
の
人
物
造
型

む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
「
人
生
の
幸
福
」
が
あ
る
の
だ
と
さ
え
考
え
て
い
る
。

常
に
自
ら
の
立
場
を
正
当
化
し
て
い
る
重
吉
は
、
お
千
代
の
売
春
（
ひ
い
て

は
自
身
の
ヒ
モ
と
し
て
の
立
場
）
に
直
面
し
た
時
、
以
前
の
よ
う
に
「
廉
恥

の
心
」
に
悩
ま
さ
れ
「
良
心
を
麻
痺
さ
せ
る
」
た
め
に
屁
理
屈
を
練
る
よ
う

な
こ
と
は
せ
ず
、
た
だ
己
の
性
欲
を
追
求
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

InJ
様
に
、

お
千
代
と
杉
村
の
様
子
を
想
像
す
る
際
も
、
「
な
さ
け
な
い
と
も
、
口
惜
し

い
と
も
、
ま
た
浅
間
し
い
と
も
思
わ
」
ず
、
む
し
ろ
自
分
の
「
情
欲
」
と

「
刺
戟
」
と
だ
け
に
集
中
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
先
ず
塚
111と
お
た
み
の
関
わ
り
を
樅
理
し
て
お
き
た
い
。
お
た

み
は
万
歳
の
と
き
、
女
髪
結
の
ヤ
年
女
に
な
る
が
、
そ
の
店
の
客
で
あ
る
塚
山

の
妾
に
可
愛
が
っ
て
も
ら
い
、
彼
女
の
枇
話
で
小
学
校
に
上
が
る
。
二
、
三

年
の
後
、
女
髪
結
が
そ
の
夫
と
失
踪
し
た
時
、
お
た
み
は
「
塚
山
さ
ん
の
妾

宅
に
投
は
れ
て
そ
の
娘
の
や
う
に
」
な
る
。
関
東
大
虞
災
の
日
、
当
時
十
一

歳
の
お
た
み
は
裁
統
の
稽
古
に
行
っ
た
ま
ま
行
方
知
ら
ず
と
な
る
。
そ
れ
か

ら
四
年
が
経
過
し
、
塚
山
の
妾
が
丹
粛
で
亡
く
な
る
に
至
っ
て
も
、
そ
の
消

息
は
依
然
と
し
て
不
明
で
あ
っ
た
。
塚
山
は
妾
を
亡
く
し
た
翌
年
の
春
、
偶

然
に
も
箱
根
の
旅
館
で
金
貸
し
の
老
夫
婦
と
一
絣
に
い
た
お
た
み
と
出
会
う
。

こ
の
時
塚
山
は
、
震
災
後
お
た
み
の
泄
話
を
見
て
い
た
老
夫
婦
に
対
し
て
、

現
在
彼
女
を
引
き
取
る
人
が
い
な
い
こ
と
を
告
げ
、
「
若
干
の
金
を
も
与
ヘ

た
上
、
此
後
も
身
の
上
の
事
に
つ
い
て
は
相
談
に
与
つ
て
や
ら
う
と
云
つ
て

別
れ
」
る
。
お
た
み
に
出
会
っ
て
か
ら
半
年
経
っ
た
後
、
塚
111
は
汽
車
で
再

び
お
た
み
と
金
貸
し
の
老
人
と
に
出
会
う
。
妻
を
亡
く
し
た
老
人
は
「
話
相

手
に
お
た
み
を
つ
れ
て
伊
香
保
の
温
泉
に
行
く
の
だ
」
と
塚
山
に
告
げ
る
が
、

塚
山
は
お
た
み
の
体
の
早
熟
を
見
逃
さ
な
い
。
以
下
そ
の
後
の
流
れ
を
引
用

す
る
。

塚
山
は
六
十
歳
を
超
し
た
金
貸
し
と
、
十
六
七
に
な
っ
た
お
た
み
と
の

関
係
を
い
ろ
／
＼
｀
に
想
像
し
て
、
其
真
柑
を
捜
り
た
い
と
思
ひ
な
が
ら
、

其
機
会
が
な
く
て
又
半
年
ば
か
り
を
過
ご
し
た
時
、
こ
ん
度
は
突
然
お

た
み
の
手
紙
に
接
し
た
。
お
た
み
は
某
処
の
ダ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
ゐ
た
。

そ
し
て
述
胞
な
く
塚
山
に
金
の
無
心
を
言
っ
て
寄
越
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
二
年
ば
か
り
塚
山
は
お
た
み
の
消
息
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、
偶
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然
侮
夕
新
聞
の
記
事
か
ら
そ
の
拘
留
せ
ら
れ
た
事
を
知
り
鼎
設
士
を
頼

ん
で
放
免
の
手
続
き
を
し
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
引
用
の
う
ち
、
特
に
二
つ
の
事
実
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
―
つ
は
、

お
た
み
が
ダ
ン
サ
ー
に
な
っ
た
時
に
、
塚
山
に
手
紙
を
送
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
手
紙
に
つ
い
て
、
「
金
の
無
心
」
と
し
か
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
た
め
、
こ
の
時
の
手
紙
が
い
つ
ど
の
よ
う
な
況
で
歯
か
れ
た
の
か

が
示
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
手
紙
か
ら
二
年
後
に
出
さ
れ
た
二
度
目
の

〈
手
紙
〉
の
な
か
に
は
、
こ
の
時
の
こ
と
を
指
す
と
思
し
き
言
業
が
記
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
の
『
ひ
か
げ
の
花
』
研
究
で
も
問
題
視
さ
れ
て
き
た
、

お
た
み
の
「
一
番
幸
福
で
あ
っ
た
」
時
の
息
い
出
で
あ
る
。
実
際
に
お
た
み

は
、
そ
の
思
い
出
に
つ
い
て
、
「
こ
の
前
の
手
紙
で

111
し
上
げ
ま
し
た
や
う

に
」
と
前
置
き
し
つ
つ
改
め
て
翡
く
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
最
初

の
手
紙
に
同
じ
話
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

も
う
一
点
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
塚
山
が
ど
の
よ
う
に
お
た
み
が
検

挙
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
で
あ
る
。
既
に
、
第
十
一
章
に

お
い
て
、
お
千
代
も
新
聞
の
記
事
を
目
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
記
事
に
は

「
深
沢
と
み
」
と
い
う
偽
名
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
仮
に
塚
山

が
お
た
み
の
本
当
の
商
売
も
そ
の
偽
名
も
知
ら
ず
に
こ
れ
を
読
ん
で
い
た
と

す
れ
ば
、
「
深
沢
と
み
」
が
、
二
年
も
消
息
を
絶
っ
て
い
る
お
た
み
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
推
察
で
き
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

娼
婦
た
ち
が
検
挙
さ
れ
た
旨
を
詳
し
く
報
じ
た
の
は
師
夕
新
聞
の
記
事
の
み

で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
「
骨
術
の
鑑
牲
と
読
書
と
に
独
善
の
生
涯
を
送
つ
て

ゐ
」
る
塚
山
が
そ
の
記
事
を
私
娼
の
お
千
代
と
同
じ
く
「
一
字
一
旬
も
読
み

お
と
さ
な
い
や
う
に
」
と
、
注
滋
深
く
見
る
必
要
さ
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

裏
を
返
せ
ば
、
塚
山
が
お
た
み
の
職
業
等
に
つ
い
て
既
に
知
ら
さ
れ
て
い
な

い
限
り
、
新
聞
記
事
だ
け
か
ら
お
た
み
の
検
挙
に
つ
い
て
知
る
こ
と
は
極
め

て
困
難
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
塚

1
は
こ
の
時
点
で
既
に
お
た
み
の
職
歴

な
ど
の
事
情
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
椎
測
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
単
に
「
金
の
無
心
」
と
片
付
け
ら
れ
る
一
回
目

の
手
紙
の
内
容
も
想
定
で
き
る
。
金
貸
し
の
老
人
と
関
係
を
持
た
さ
れ
た
と

息
し
き
お
た
み
は
、
逃
げ
る
も
同
様
に
上
京
す
る
が
、
こ
こ
で
も
体
を
売
る

し
か
生
活
を
送
る
す
べ
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
彼
女
は
唯
一
「
相
談
に
与
つ

て
や
ら
う
」
と
言
っ
て
く
れ
た
塚
山
に
対
し
、
己
の
行
状
を
告
白
し
な
が
ら

も
人
生
で
一
番
幸
福
だ
っ
た
頃
の
息
い
出
を
訴
え
、
援
助
を
求
め
た
の
で
あ

ろ
う
。
仮
に
こ
の
よ
う
に
感
似
的
な
思
い
出
を
杏
く
の
は
、
金
目
当
て
だ
っ

た
と
し
て
も
、
金
の
要
求
な
ど
全
く
な
い
二
通
日
の
〈
手
紙
〉
で
も
同
じ
こ

と
を
繰
り
返
す
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
二
回
目
の

〈
手
紙
〉
に
お
い
て
、
お
た
み
は
「
保
と
そ
れ
か
ら
其
愛
人
と
の
秘
密
を
暖

露
」
で
き
る
相
手
は
「
あ
な
た
様
の
外
に
は
誰
」
も
い
な
い
と
述
べ
、
塚
山

に
対
す
る
侶
頼
感
を
表
現
し
て
い
る
。
〈
手
紙
〉
の
末
尾
に
お
い
て
「
一
番

幸
福
だ
っ
た
」
時
の
話
を
「
懐
か
し
」
＜
思
っ
て
い
る
塚
111
に
打
ち
明
け
る

と
こ
ろ
も
、
お
た
み
の
同
じ
内
面
の
延
長
線
上
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う

な
お
た
み
の
信
頼
は
、
あ
く
ま
で
も
一
方
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
い
う
点

が
極
め
て
誼
要
で
あ
る
。
塚
山
は
最
初
の
手
紙
を
「
金
の
無
心
」
と
し
て
し

か
認
識
し
て
い
な
い
し
、
二
度
目
の
手
紙
に
対
し
て
も
、
「
小
説
の
や
う
」

だ
と
い
う
言
辞
が
示
す
よ
う
に
、
一
定
の
距
離
を
骰
い
て
い
る
。
ま
た
、
彼
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の
お
た
み
に
対
す
る
思
想
的
な
立
場
も
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

塚
111
は
孤
児
に
等
し
い
お
た
み
の
身
の
上
に
対
し
て
同
情
は
し
て
ゐ
る

が
、
然
し
進
ん
で
之
を
訓
戒
し
た
り
教
甜
し
た
り
す
る
心
は
な
く
、
寧

ろ
冷
惜
な
興
味
を
以
て
其
の
変
化
に
富
ん
だ
生
涯
を
傍
観
す
る
だ
け
で

あ
る
。
塚
山
は
其
性
佑
と
、
又
そ
の
哲
学
観
か
ら
、
人
生
に
対
し
て
極

端
な
絶
望
を
感
じ
て
ゐ
る
の
で
、
お
た
み
が
正
し
い
職
業
に
つ
い
て
、

或
は
貧
苦
に
陥
り
、
或
は
又
成
功
し
て
虚
栄
の
念
に
削
踊
す
る
よ
り
も
、

溝
川
を
流
れ
る
芥
の
や
う
な
、
無
知
放
埓
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
方
が
、

却
て
其
の
人
に
は
幸
福
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
道
徳
的
干
渉
を
な

す
よ
り
も
、
唯
些
少
の
金
銭
を
与
へ
て
折
々
の
災
難
を
救
つ
て
や
る
の

が
最
も
よ
く
其
人
を
理
解
し
た
方
法
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
言
業
が
い
か
に
も
荷
風
ゆ
ず
り
の
も
の
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
お
た
み
の
悲
削
的
な
人
生
を
、
あ
く
ま
で
「
構
川
を
流
れ
る
芥
の
や
う
な
、

無
知
放
埓
な
生
活
」
と
し
か
捉
え
て
い
な
い
塚
山
に
、
本
当
に
お
た
み
に
対

す
る
「
理
解
」
が
あ
る
の
か
恨
重
に
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
塚

山
の
幸
福
観
を
見
る
と
、
重
吉
を
思
い
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
重
吉
の

人
生
観
は
、
自
分
の
境
遇
の
正
当
化
と
い
う
狙
い
の
も
と
で
形
成
さ
れ
、
自

ず
と
「
悧
惰
卑
猥
」
な
生
活
に
「
修
飾
な
き
人
生
の
幸
福
」
を
見
出
す
に
至

る
。
し
か
し
塚
山
の
場
合
、
お
た
み
の
自
分
に
対
す
る
気
持
ち
を
理
解
せ
ず

に
彼
女
の
人
生
を
見
下
す
ば
か
り
で
、
自
分
は
と
い
う
と
、
や
は
り
「
独
善

の
生
涯
を
送
つ
て
ゐ
」
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
た
め
、
『
ひ
か
げ
の
花
』
に

お
い
て
も
っ
と
も
荷
風
に
近
し
い
存
在
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
塚
山
を
相

対
化
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
の
一
方
的
な
態
度
を
一
人
合
点
に
過
ぎ

三
・
ニ
〈
手
紙
〉
に
見
え
る
お
千
代
像

塚
山
と
お
た
み
の
関
係
を
確
認
す
る
と
、
『
ひ
か
げ
の
花
』
の
末
尾
に
あ

る
お
た
み
の
〈
手
紙
〉
が
執
兼
さ
れ
る
理
山
が
、
お
た
み
本
人
が
言
う
も
の

に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
〈
放
逸
し
て
く
れ

た
後
自
分
が
ど
う
な
っ
た
か
〉
と
い
う
こ
と
を
塚
山
に
伝
え
る
べ
き
お
た
み

の
「
義
務
」
感
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
単
純
な
分
批
の
問
題
と
し
て
、

お
た
み
の
〈
手
紙
〉
の
大
部
分
は
お
千
代
と
煎
吉
に
つ
い
て
の
記
述
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
総
体
と
し
て
は
お
た
み
自
身
に
つ
い
て

語
る
た
め
の
〈
手
紙
〉
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
特
に
お
千
代

に
つ
い
て
語
る
時
に
も
、
お
た
み
は
お
千
代
と
対
照
的
で
あ
る
自
己
像
を
主

張
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
触
れ
る
前
に
、
ま
ず
そ
れ
ま
で
の
お

千
代
の
造
形
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。

お
た
み
の
〈
手
紙
〉
に
至
る
ま
で
の
記
述
を
見
れ
ば
、
三
人
称
の
語
り
手

が
描
き
出
す
お
千
代
は
、
決
し
て
知
的
な
女
性
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
「
考
へ
る
能
力
が
な
い
」
な
ど
、
厳
し
い
言
菜
で
描
か
れ

る
お
千
代
の
姿
は
必
ず
し
も
確
乎
と
し
た
性
質
で
は
な
く
、
容
易
に
相
対
化

で
き
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
第
八
掌
の
末
尾
に
お
い
て
「
極
め
て
簡
単

に
考
へ
て
ゐ
る
の
で
来
年
は
も
う
三
十
三
と
い
う
年
齢
さ
へ
忘
れ
た
や
う
に
、

た
だ
ふ
わ
／
＼
と
日
を
送
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
」
と
お
千
代
の
無

思
應
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
方
、
第
一
章
の
冒
頭
部
で
は
ま
さ
に
自
分
の
年

齢
を
気
に
し
な
が
ら
「
か
う
し
て
匹
愈
ら
し
て
行
け
る
の
も
永
い
こ
と
は
な

な
い
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
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い
」
と
将
来
を
案
じ
る
お
千
代
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
お
た

み
が
検
挙
さ
れ
た
旨
を
新
聞
記
事
で
知
っ
た
後
の
お
千
代
の
敏
感
な
反
応
は
、

必
ず
し
も
「
予
め
考
へ
て
か
ら
事
に
従
う
の
は
こ
の
女
に
は
出
来
な
い
業
な

の
で
あ
る
」
と
い
う
語
り
手
の
認
識
に
一
致
し
な
い
。

既
述
し
た
嶋
田
論
は
こ
の
よ
う
な
お
千
代
の
人
物
造
形
を
同
時
代
の
私
娼

の
言
説
と
関
連
付
け
る
。
嶋
田
は
ま
た
お
た
み
が
お
千
代
に
つ
い
て
述
べ
る

と
き
に
語
り
手
と
同
調
し
て
い
る
こ
と
を
見
抜
き
、
そ
れ
は
「
当
時
の
私
娼

の
言
説
を
私
娼
で
あ
る
お
た
み
が
内
面
化
し
な
が
ら
、
私
娼
で
あ
る
様
親
と

の
距
離
を
語
っ
て
い
く
」
も
の
で
あ
る
と
も
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
な
二
人

の
距
離
を
見
る
前
に
、
こ
こ
で
敢
え
て
お
た
み
と
お
千
代
の
関
係
に
見
ら
れ

る
親
近
感
に
注
目
し
た
い
。
第
十
一
章
に
お
い
て
、
新
聞
記
事
の
内
に
お
た

み
と
思
し
き
娘
の
名
前
を
発
見
し
た
際
の
お
千
代
は
、
娘
が
「
自
分
と
同
じ

日
影
の
身
だ
と
い
ふ
事
を
考
へ
る
と
、
漸
愧
の
念
よ
り
も
唯
無
賠
に
懐
か
し

い
心
持
」
が
す
る
件
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
例
に
よ
っ
て
お
千
代
に
そ
れ
以
上

の
言
業
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
し
お
た
み
自
身
の
言
業
で
綴
ら
れ
て

い
る
手
紙
の
中
で
、
彼
女
が
母
と
同
様
な
反
応
を
見
せ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
れ
こ
そ
二
人
の
近
さ
に
つ
な
が
る
要
因
だ
と
持
論
も
述
べ
る
。

ほ
ん
と
う
の
母
が
わ
た
く
し
と
同
じ
ゃ
う
な
こ
と
を
し
て
ゐ
る
女
だ
と

知
っ
た
時
、
わ
た
く
し
は
悲
し
い
と
思
ふ
よ
り
も
（
中
略
）
何
だ
か
就

し
み
の
あ
る
や
う
な
心
持
が
し
た
の
で
す
（
中
略
）
偲
の
方
で
も
や
は

り
さ
う
い
ふ
心
持
が
し
て
ゐ
た
や
う
で
す
。
お
互
い
に
恥
か
し
い
と
思

ふ
心
持
が
其
場
合
遠
應
な
く
わ
た
く
し
達
二
人
を
引
き
寄
せ
て
く
れ
た

の
で
す
。

し
か
し
、
〈
手
紙
〉
で
は
こ
の
相
互
的
な
親
近
感
を
生
み
出
し
て
い
る
ニ

人
の
「
心
持
」
は
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
前
述
し
た
、

お
た
み
の
言
築
述
い
が
醸
し
出
す
お
千
代
と
の
距
離
感
に
よ
る
も
の
だ
と
思

わ
れ
る
。低

は
わ
た
く
し
に
貸
間
の
代
を
倹
約
す
る
た
め
に
屈
の
家
に
同
居
し
た

ら
ば
と
云
ひ
（
中
略
）
貯
金
が
で
き
た
ら
、
将
来
は
ど
こ
か
家
賃
の
安

い
処
で
連
込
茶
屋
で
も
は
じ
め
る
つ
も
り
だ
と
云
ひ
ま
す
（
中
略
）
わ

た
く
し
は
今
ま
で
行
末
の
こ
と
な
ん
か
一
度
も
考
へ
た
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
か
ら
、
弐
千
円
貯
金
が
あ
る
と
言
は
れ
た
時
（
中
略
）
蹂
へ
ず
屈

の
頗
を
見
ま
し
た
。

(rl略
）
わ
た
く
し
が
ホ
ー
ル
に
ゐ
た
時
分
に
も
、

や
は
り
お
金
を
た
め
て
狩
家
を
た
て
た
ダ
ン
サ
ア
が
ゐ
ま
し
た
（
中

略
）
ダ
ン
サ
ア
で
狩
家
を
た
て
た
人
は
、
み
ん
な
の
昭
で
は
少
し
低
能

で
、
男
の
言
ふ
こ
と
は
何
で
も
0
k
で
、
そ
し
て
道
楽
は
お
金
を
た
め

る
よ
り
外
に
何
も
な
い
人
だ
と
言
ふ
は
な
し
で
し
た
。
屈
も
や
は
り
さ

う
い
ふ
種
類
の
女
で
は
な
い
か
と
息
は
れ
ま
す
。
（
中
略
）
か
う
い
ふ

人
が
一
心
に
な
っ
て
お
金
を
た
め
る
と
、
お
そ
ろ
し
い
も
の
で
す
。

お
た
み
が
悦
と
の
間
に
骰
＜
距
離
が
例
え
ば
「
低
能
」
、
あ
る
い
は
「
お

そ
ろ
し
い
」
と
い
っ
た
表
現
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
っ

と
も
注
目
し
た
い
こ
と
は
、
お
た
み
が
自
分
と
恩
を
そ
れ
ぞ
れ
別
「
種
類
」

の
女
だ
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
た
み
は
、
「
ダ
ン
サ
ア
」
の
噂
を

す
る
「
み
ん
な
」
と
い
う
集
団
な
い
し
陪
の
内
に
自
分
が
属
し
て
い
る
と
考

え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
お
千
代
は
そ
の
「
ダ
ン
サ
ア
」
と
同
じ
く
「
み

ん
な
」
の
範
疇
に
は
含
ま
れ
な
い
存
在
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
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先
述
し
た
よ
う
に
、
お
た
み
の
こ
う
し
た
認
識
の
背
娯
に
は
、
や
は
り

〈
手
紙
〉
の
読
者
で
あ
る
塚
山
と
の
閥
係
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
お
た
み

は
母
を
自
分
と
別
「
種
頬
」
の
女
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分

自
身
の
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
確
か
に
お
た
み
が
描
く
お
千
代
の
姿

は
、
語
り
手
が
叙
述
す
る
「
考
へ
る
能
力
が
な
い
」
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
共
通

す
る
部
分
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
お
た
み
は
「
低
能
」
な
お
千
代
の
側
面

を
誇
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
栂
と
対
照
的
で
あ
る
自
己
像
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
も
相
対
的
な
描
写
に
す
ぎ
な
い
と
云
わ
ざ

る
を
得
な
い
。

―
―
―
・
三
「
考
へ
る
能
力
が
な
い
」
お
千
代
の
必
然
性

『
ひ
か
げ
の
花
』
に
お
け
る
「
考
へ
な
い
」
、
「
低
能
」
な
お
千
代
の
人
物

造
形
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
確
か
に
こ
の
よ
う
に
し
て
描
か
れ
る
お

千
代
の
姿
は
、
彼
女
と
亜
吉
と
の
関
係
性
を
描
く
上
で
欠
か
せ
な
い
と
い
う

先
行
論
の
指
摘
は
う
な
ず
け
る
。
つ
ま
り
〈
考
え
な
い
お
千
代
〉
は
、
常
に

〈
考
え
る
重
吉
〉
と
の
関
係
に
お
い
て
見
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で

重
吉
と
お
千
代
の
間
に
見
え
る
調
和
は
、
個
々
の
利
害
が
一
致
す
る
と
こ
ろ

に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
い
。
見
て
き
た
よ
う

に
、
重
吉
は
〈
小
説
〉
を
読
み
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
自
揺
」
や

「
経
験
」
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
境
遇
を
正
当
化
す
る
と
と
も
に
、
生
活
の

手
段
と
性
的
興
味
の
満
足
と
が
一
致
し
た
槌
遇
を
確
保
し
て
い
る
。
で
は
、

お
千
代
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
重
吉
に
よ
れ
ば
、
お
千
代
は
自
分
と
同
棲

を
続
け
る
理
由
が
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

お
千
代
は
ど
う
い
ふ
心
持
で
此
の
年
月
自
分
の
や
う
な
不
甲
斐
な
い
男

と
一
緒
に
打
な
ら
し
て
来
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
女
自
身
も
気
の
つ
か
ぬ
中

い
つ
か
ら
と
云
ふ
事
も
な
く
私
娼
の
生
泊
に
馴
ら
さ
れ
て
恥
ず
べ
き
事

を
も
恥
と
思
は
ぬ
や
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
折
々
は
反
省
し
て

他
の
職
業
に
転
じ
よ
う
と
思
ふ
事
も
あ
る
に
追
い
な
い
（
中
略
）
そ
れ

に
つ
れ
て
、
女
の
身
の
何
か
に
つ
け
て
心
細
い
気
の
す
る
時
、
い
か
に

不
甲
斐
な
く
と
も
、
誰
か
一
人
亭
主
と
定
め
た
男
を
持
ち
、
生
活
の
伴

侶
に
し
て
骰
き
た
い
と
云
ふ
心
持
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
ー
ま
づ
こ
ん

な
様
に
解
釈
す
る
よ
り
外
に
其
逍
が
な
い
。

果
た
し
て
お
千
代
が
重
吉
と
の
同
桜
を
続
け
る
動
機
を
諏
吉
の
こ
の
解
釈

に
基
づ
い
て
説
明
で
き
る
の
か
。
ま
ず
お
千
代
は
重
吉
の
言
う
「
恥
」
に
そ

れ
ほ
ど
悩
ま
さ
れ
る
女
で
は
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
恥
を
そ
こ
ま
で
意
識
し

な
い
お
千
代
の
性
質
は
、
「
私
如
の
生
活
に
馴
ら
さ
れ
」
る
こ
と
に
よ
る

〈
変
化
〉
で
は
な
く
、
彼
女
は
本
来
そ
う
し
た
性
質
を
具
え
て
い
る
の
で
あ

る
。
お
千
代
は
阻
吉
と
出
会
う
以
前
か
ら
、
「
男
に
は
好
か
れ
て
ゐ
た
と
い

ふ
単
純
な
自
惚
れ
を
持
つ
て
ゐ
る
」
女
性
で
あ
っ
た
。
奉
公
先
等
で
も
、
男

た
ち
に
手
を
出
さ
れ
た
り
す
る
と
、
「
そ
れ
を
お
千
代
は
侮
辱
だ
と
は
思
は

ず
自
分
は
易
に
好
か
れ
る
何
物
か
を
持
つ
て
ゐ
る
が
た
め
だ
と
考
へ
て
」
い

た
。
お
千
代
は
、
自
分
の
性
的
魅
力
に
つ
い
て
「
接
触
す
る
男
の
数
が
多
く

な
る
に
従
っ
て
、
だ
ん
／
＼
は
つ
き
り
と
稔
識
せ
ら
れ
内
心
ま
す
／
＼
｀
得
双

を
感
じ
る
」
よ
う
な
性
質
も
持
ち
合
わ
せ
て
も
い
る
。
確
か
に
彼
女
に
も

「
旅
恥
の
念
」
が
全
く
な
い
と
は
言
え
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
さ
え
「
夫
の
た

め
に
働
く
の
だ
」
と
い
う
の
認
識
に
よ
り
「
薄
ら
い
で
」
行
く
ば
か
り
で
あ
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る
。
ま
た
、
お
千
代
が
自
分
を
「
生
活
の
伴
侶
」
に
選
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て

も
、
重
吉
の
勘
逃
い
が
認
め
ら
れ
る
。
第
八
章
の
冒
頭
で
は
お
千
代
が
焦
点

化
さ
れ
、
も
し
自
分
の
売
春
が
知
ら
れ
、
重
吉
と
別
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場

合
で
も
、
「
お
千
代
の
身
に
は
さ
し
て
利
害
は
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
お

千
代
が
二
人
の
関
係
を
現
金
に
思
っ
て
い
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。

お
千
代
は
重
吉
と
の
経
ら
し
を
続
け
る
理
由
が
や
は
り
重
吉
の
場
合
と
同

じ
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
重
吉
と
の
同
棲
に
お
い
て
、
お
千
代
も
生
活
手
段

と
な
る
も
の
を
獲
得
し
て
い
る
と
同
時
に
、
自
分
の
性
的
な
「
興
味
」
も
追

求
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
千
代
の
金
銭
的
な
欲
望
は
確
か
に
無
視
で
き

な
い
が
、
彼
女
は
娘
の
お
た
み
が
い
う
よ
う
に
、
「
一
心
に
な
っ
て
金
を
た

め
る
」
こ
と
だ
け
に
集
中
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
杉
村
と
の
関
係
に
お

い
て
、
お
千
代
も
「
一
種
痛
烈
な
快
感
」
を
感
受
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼

女
は
重
吉
と
の
同
棲
に
お
い
て
、
「
夫
の
た
め
」
と
い
う
口
実
を
掴
ん
だ
こ

と
で
、
生
活
を
送
る
手
段
は
と
も
か
く
、
自
分
の
性
的
典
味
を
「
だ
ん
（

は
つ
き
り
と
意
識
」
し
出
し
、
更
に
己
の
「
快
感
を
追
求
」
す
る
だ
け
の
余

裕
も
獲
得
し
て
い
る
。
「
夫
の
た
め
」
と
い
う
認
識
が
い
か
に
ご
都
合
主
義

的
な
も
の
で
あ
る
か
、
お
千
代
が
意
識
し
て
い
な
い
だ
け
に
、
こ
こ
で
は

「
考
へ
る
能
力
が
な
い
」
と
い
う
お
千
代
の
造
型
が
重
要
な
も
の
に
な
っ
て

く
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
は
自
ら
の
売
春
を
あ
く
ま
で
も
煎
吉
の
た
め
だ

と
思
っ
て
お
り
、
己
の
行
為
に
対
し
て
演
任
感
（
ひ
い
て
は
煩
悶
）
の
欠
片

も
見
せ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
玉
子
と
重
吉
の
会
話
に
も
あ
る
よ
う
に
、

お
千
代
は
煎
吉
が
私
娼
の
生
活
を
「
勧
め
て
や
ら
せ
た
」
と
い
う
認
識
を
持

ち
合
わ
せ
て
い
る
。
確
か
に
第
五
章
で
は
、
重
吉
の
「
計
画
」
が
記
さ
れ
て

四
お
わ
り
に

い
る
。
こ
れ
に
続
く
第
六
章
で
は
、
お
千
代
が
焦
点
化
さ
れ
、
―
一
度
に
わ

た
っ
て
小
日
向
水
道
町
に
行
っ
た
こ
と
や
、
斡
旋
屋
の
老
婆
に
見
入
ら
れ
て

売
春
を
勧
め
ら
れ
た
経
緯
が
語
ら
れ
る
。
第
七
章
で
は
謄
写
版
の
仕
事
を
見

つ
け
た
璽
吉
が
柑
び
焦
点
化
さ
れ
、
「
そ
の
後
」
自
分
の
「
計
画
」
に
何
の

効
果
も
見
え
な
い
の
で
、
直
接
お
千
代
に
「
女
給
」
と
な
る
相
談
を
持
ち
掛

け
る
。
つ
ま
り
お
千
代
は
、
重
吉
の
「
社
訓
」
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
自
発

的
に
光
春
に
関
わ
り
、
私
娼
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、

重
吉
が
「
勧
め
て
や
ら
せ
た
」
と
い
う
認
識
は
、
己
の
行
為
を
無
祝
し
た
解

釈
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
考
へ
る
能
力
が
な
い
」
お
千
代

は
自
身
の
い
ま
の
桜
遇
は
「
夫
の
た
め
」
に
そ
う
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
誤

認
し
て
い
る
結
呆
、
彼
女
の
境
遇
も
正
当
化
さ
れ
、
煎
吉
と
の
同
棲
も
続
け

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
ひ
か
げ
の
花
』
の
主
題
は
本
当
に
「
重
吉
・
千
代
子
・
た
み
を
結
び
付

け
る
（
中
略
）
修
飾
な
き
人
生
の
幸
福
」
な
の
か
。
こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
た

よ
う
に
、
重
吉
の
い
う
「
修
飾
な
き
人
生
の
幸
福
」
の
背
娯
に
は
、
彼
の

「
自
此
」
や
「
経
験
」
が
あ
り
、
そ
れ
が
巫
吉
の
甚
い
た
〈
小
説
〉
と
直
結

し
て
い
る
。
確
か
に
阻
吉
は
〈
小
説
〉
の
執
箪
を
通
し
て
、
「
侮
辱
」
の
処

則
と
い
う
大
き
な
目
論
見
を
達
成
し
た
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
己
の
「
男

妾
」
の
よ
う
な
姿
に
一
年
間
も
目
を
瞑
り
、
そ
れ
を
種
子
に
指
摘
さ
れ
る
と
、

今
度
は
道
徳
上
の
阿
貨
を
打
ち
消
そ
う
と
勝
手
な
理
屈
を
立
て
、
文
明
批
評

め
い
た
こ
と
を
言
い
、
自
ら
の
立
場
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
お
千
代
の
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場
合
、
彼
女
は
そ
も
そ
も
「
考
へ
る
能
力
が
な
い
」
女
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

自
附
落
な
人
生
を
単
に
「
夫
の
た
め
」
の
も
の
だ
と
思
い
込
み
、
自
分
の
欲

望
に
没
っ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
あ
る
。
お
た
み
は
、
自
分
の
こ
と
を
「
溝
川

を
流
れ
る
芥
」
の
よ
う
に
「
傍
観
」
す
る
だ
け
の
塚
山
と
の
認
識
の
凱
郎
を

把
握
で
き
ぬ
ま
ま
、
「
一
生
涯
で
一
番
幸
福
で
あ
っ
た
」
時
の
思
い
出
を
感

傷
的
に
描
い
て
み
せ
る
と
こ
ろ
こ
そ
、
逆
に
お
た
み
の
不
幸
を
表
現
す
る
も

の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
主
要
な
登
場
人
物
た

ち
が
慇
受
し
て
い
る
幸
福
と
は
、
虚
構
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

『
ひ
か
げ
の
花
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
、
い
ま
述
べ
た
こ
と
を
言
い
表
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
己
の
利
益
を
確
保
し
、
人
生
の
幸
福
を
も

掴
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
が
、
斯
様
な
状
況
は
、
所
詮
は

ヒ
カ
ゲ
に
生
え
る
ハ
ナ
の
よ
う
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
彼
ら
日
陰
者

の
生
活
を
「
傍
観
」
し
、
「
無
知
放
埓
な
人
生
」
に
か
え
っ
て
「
幸
福
」
を

見
よ
う
と
す
る
塚
山
の
態
度
も
、
虚
構
の
「
幸
福
」
に
充
足
す
る
彼
ら
の
状

況
へ
の
「
理
解
」
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
「
独
善
」
か
ら
形
成
さ

れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
塚
山
の
い
わ
ゆ
る
「
無
知
放
埓
な
人
生
」
の
「
幸

福
」
と
い
う
思
想
も
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
は
相
対
的
な
も
の
と
し
て
星
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(15) 

一
方
、
お
た
み
と
お
千
代
の
仲
が
「
愛
情
の
交
流
」
に
ま
で
発
展
し
た
か

ど
う
か
も
疑
わ
し
い
。
お
千
代
は
十
数
年
も
の
間
、
消
息
を
知
ら
な
か
っ
た

娘
に
巡
り
進
い
、
「
懐
か
し
い
心
持
」
は
す
る
も
の
の
、
「
も
う
一
度
ダ
ン
サ

ア
に
な
る
か
。
そ
れ
と
も
（
中
略
）
女
給
さ
ん
に
な
っ
た
方
が
安
全
で
は
な

い
か
」
と
、
す
ぐ
に
尚
売
に
関
す
る
話
題
を
持
ち
か
け
る
の
で
あ
る
。
お
た

み
に
自
分
の
家
に
泊
る
こ
と
を
勧
め
る
の
も
「
貸
間
の
代
を
倹
約
す
る
た

め
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
重
吉
と
お
千
代
の
間
に
も
、
巫
吉
か
ら
お
千
代

に
向
け
ら
れ
る
眼
差
し
か
ら
彼
が
お
千
代
の
性
的
な
魅
力
を
滋
識
し
て
い
る

こ
と
は
理
解
さ
れ
て
も
、
そ
れ
以
上
の
何
か
、
す
な
わ
ち
彼
と
お
千
代
と
の

関
係
を
特
別
な
も
の
に
す
る
で
あ
ろ
う
何
ら
か
の
「
愛
梢
」
を
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

畢
兌
、
こ
れ
は
「
仲
間
圃
士
」
の
利
唐
関
係
に
基
づ
く
生
活
に
過
ぎ
な
い
。

お
た
み
と
お
千
代
の
出
会
い
は
、
長
年
迎
わ
な
い
悦
娘
の
そ
れ
と
い
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
「
お
い
そ
が
し
い
の
」
と
い
う
「
挨
拶
の
か
わ
り
に
使
う
言

業
」
が
象
徴
的
に
示
し
、
ま
た
お
た
み
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
「
仲
間

同
士
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
二
人
ば
か
り
で
な
く
、
煎
吉
も
娼
婦
の
「
仲

間
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
重
吉
が
虚
話
の
応
対
を
す
る
と
こ
ろ
、
家
計

を
述
り
繰
り
す
る
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
第
十
常
で
描
か
れ
る
芳
沢
旅
館
の
女

中
に
報
告
を
受
け
て
取
っ
た
後
の
行
動
。
お
千
代
が
杉
村
の
袖
を
引
っ
張
っ

た
経
綿
を
「
滑
稽
な
事
」
と
し
て
語
っ
た
時
に
さ
え
、
煎
吉
は
玉
子
と
一
緒

に
「
笑
ふ
」
だ
け
で
あ
る
し
、
そ
の
後
さ
っ
そ
く
杉
村
の
妾
と
な
る
お
千
代

の
た
め
に
妾
宅
を
探
し
さ
え
も
す
る
の
で
あ
る
。
玉
子
が
「
理
解
と
同
情
」

と
い
う
こ
う
し
た
重
吉
の
働
き
ぶ
り
は
ま
さ
に
相
互
の
仲
間
滋
識
を
現
し
て

い
る
。
『
ひ
か
げ
の
花
』
で
は
主
要
人
物
た
ち
の
様
々
な
欲
望
が
満
た
さ
れ

る
生
活
の
有
様
が
描
写
さ
れ
る
が
、
そ
の
状
況
は
各
人
物
の
主
観
的
な
自
己

肯
定
や
己
の
利
害
に
の
み
集
結
す
る
相
互
の
関
係
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で

あ
る
。
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※
本
文
の
引
用
は
、
『
荷
風
全
媒
』

―
一
年
―
一
月
）
に
拠
っ
た
。

（
岩
波
饗
店
、

注(
l
)

宮
城
逹
郎
「
作
品
論
『
ひ
か
げ
の
花
』
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑

ft」
第
一
―

五
巻
第
七
号
、
一
九
六

0
年
）
。
な
お
同
上
の
夜
料
で
、
中
央
公
論
の
編
集

長
が
当
局
に
呼
び
出
さ
れ
厳
重
注
意
を
受
け
た
等
の
経
緯
も
述
べ
ら
れ
て
お

り
、
後
の
単
行
本
の
出
版
の
遅
れ
の
背
娯
も
窺
わ
れ
る
。

(
2
)

菊
池
窃
「
下
手
な
荷
風
」
（
「
文
籾
窃
胚
談
」
一
九
三
四
年
十
月
）
。
こ
れ
は

『
菊
池
究
全
集
』
（
文
松
春
秋
、
一
九
九
三
年
―
一
月

1
二
0
0
三
年
八
月
）

に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。
嶋
田
龍
哉
氏
が
こ
の
菊
池
党
の
発
言
に
つ
い
て

詳
し
く
説
明
し
て
い
る
（
「
ヒ
モ
と
金
の
物
語
ー
永
井
荷
風
『
ひ
か
げ
の
花
』

を
読
む
」
、
「
昭
和
文
学
研
究
」
第
六
一
号
、
二

0
1
0
年
）
。
本
稿
で
は
、

正
宗
白
鳥
「
荷
風
と
チ
ェ
ー
ホ
フ
」
（
「
改
造
」
、
一
九
三
四
年
―

-Jej)
に

よ
っ
て
引
用
し
た
。

(
3
)

正
宗
白
烏
「
荷
風
と
チ
ェ
ー
ホ
フ
」
（
「
改
造
」
一
九
三
四
年
―
一
月
）

(
4
)

川
端
康
成
「
文
芸
時
評
評
価
と
理
解
」
（
「
東
京
日
日
新
聞
」
一
九
三
四
年

七
月
二
十
八
日
）

(
5
)

加
能
作
次
郎
「
荷
風
氏
の
大
作
」
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
一
九
一
孟
閏
年
八
月

一日）

(
6
)
吉
川
粘
一
「
近
代
作
家
研
究
最
粛
「
永
井
荷
風
」
•
吉
田
粘
一
監
修
』
（
東

京
日
本
圏
湘
セ
ン
タ
ー
一
九
九
二
年
。
初
刊
↓
吉
田
粘
一
「
永
井
荷
風
』
、

八
雲
内
店
、
一
九
四
七
年
）

(
7
)

小
林
一
郎
「
術
風
作
『
ひ
か
げ
の
花
』
論
」
（
「
文
学
論
硲
」
第
五
十
九
号
、

一
九
八
五
年
）

(
8
)

俺
淵
友
一
『
水
井
荷
風
ー
「
堕
落
」
の
美
学
者
ー
』
（
明
治
杏
院
、

七
六
年
）

九

一
九
九
二
年
五
月

1
二

0

（
ア
プ
ラ
ル
・
バ
ス
イ
ル
本
学
大
学
院
拇
士
後
期
課
程
）

(9)

坂
坦
公
一
「
『
ひ
か
げ
の
花
』
論
ー
虚
無
的
息
想
か
ら
幸
福
の
似
点
ヘ
ー
」

（
「
名
城
商
学
」
一
九
九
じ
年
一
月
）

(10)

岨
川
、
前
掲
同
論
。

(11)

第
二
序
で
玉
子
に
自
分
の
「
事
梢
や
歴
史
」
を
語
る
場
面
、
あ
る
い
は

「
（
小
説
が
）
今
も
っ
て
大
切
に
古
鞄
に
し
ま
っ
て
あ
る
。
重
吉
は
お
千
代
が

外
へ
泊
っ
て
陥
っ
て
来
な
い
晩
な
ど
、
折
々
こ
の

Ill
作
を
取
出
し
て
は
読
返

し
て
み
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
叙
述
等
、
様
々
な
箇
所
か
ら
こ
の
仰
向
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

(12)

統
淵
・
坂
垣
両
前
掲
論
。

(13)

坂
垣
前
掲
論
。

(14)

坂
垣
前
掲
論
。

(15)

統
淵
前
掲
論
。
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