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太
宰
治
『
親
と
い
ふ
二
字
』
論 

  

斎 

藤 

理 

生 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
：
太
宰
治 

津
軽
通
信 

郵
便
局 

無
筆 

新
風 

  

は
じ
め
に 

 

本
論
は
、
太
宰
治
の
短
編
『
親
と
い
ふ
二
字
』
に
つ
い
て
、
新
た
な
解
釈

を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。 

『
親
と
い
ふ
二
字
』
は
、「
新
風
」
一
九
四
六
年
一
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。

雑
誌
の
見
開
き
二
頁
に
収
め
ら
れ
た
、
ご
く
短
い
小
説
で
あ
る
。
の
ち
「
津

軽
通
信
」
の
一
編
と
し
て
、『
庭
』（「
新
小
説
」
一
九
四
六
・
一
）、『
嘘
』

（「
新
潮
」
一
九
四
六
・
二
）、『
や
ん
ぬ
る
哉
』（「
月
刊
読
売
」
一
九
四
六
・

三
）、『
雀
』（「
思
潮
」
一
九
四
六
・
一
〇
）
と
共
に
、
単
行
本
『
冬
の
花
火
』

（
中
央
公
論
社
、
一
九
四
七
）
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
本
文
に
若
干
の

変
更
が
加
え
ら
れ
た
も
の
の
、
大
き
な
異
同
は
な
い
。 

作
品
の
内
容
を
確
認
し
て
お
く
。
語
り
手
の
「
私
」
は
、「
親
と
い
ふ
二

字
と
無
筆
の
親
は
言
ひ
」
と
い
う
川
柳
に
触
れ
た
う
え
で
、
あ
る
出
会
い

に
つ
い
て
語
り
出
す
。「
私
」
は
罹
災
し
て
疎
開
し
、
仕
事
や
経
済
的
な
諸

手
続
き
の
た
め
に
、
郵
便
局
を
た
び
た
び
訪
れ
て
い
た
。
そ
の
内
に
一
人

の
「
爺
さ
ん
」
と
知
り
合
っ
た
。
き
っ
か
け
は
、「
爺
さ
ん
」
に
預
金
を
引

き
出
す
書
類
の
代
筆
を
頼
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
以
後
、
そ
の
手
伝
い
が

習
慣
化
し
、「
爺
さ
ん
」
が
亡
く
な
っ
た
「
竹
内
ト
キ
」
と
い
う
名
の
娘
の

預
金
を
た
び
た
び
引
き
出
し
、
酒
に
換
え
て
い
る
こ
と
も
知
る
。
あ
る
と

き
、
今
度
は
「
私
」
が
「
ウ
ヰ
ス
キ
イ
」
を
入
手
す
る
た
め
に
預
金
を
引
き

出
す
と
、
そ
こ
で
渡
さ
れ
た
の
は
直
前
に
「
爺
さ
ん
」
が
娘
の
保
険
金
を

預
け
た
札
束
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
連
の
話
を
「
私
」
は
女
房
に
語
る
が
、
半

分
も
語
ら
な
い
う
ち
に
「
て
れ
隠
し
の
作
り
話
」
だ
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
。 

右
の
よ
う
に
展
開
す
る
『
親
と
い
ふ
二
字
』
は
、
短
編
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
太
宰
作
品
の
な
か
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
作
品
で
は
な
い
。

同
時
代
評
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
太
宰
は
『
十
五
年
間
』（「
文

化
展
望
」
一
九
四
六
・
四
）
に
お
い
て
「
短
編
小
説
の
技
法
」
に
触
れ
て
、
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「
戦
争
が
終
つ
て
、
こ
ん
ど
は
好
き
な
も
の
を
書
い
て
も
い
い
と
い
ふ
事

だ
つ
た
の
で
、
私
は
、
こ
の
短
編
小
説
の
す
た
れ
た
技
法
を
復
活
さ
せ
て

や
れ
と
考
へ
て
、
三
つ
四
つ
書
い
て
雑
誌
社
に
送
つ
た
」
と
述
べ
て
お
り
、

『
親
と
い
ふ
二
字
』
を
含
む
一
連
の
作
品
に
相
応
の
自
信
を
持
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。 

先
行
研
究
に
お
い
て
、
奥
野
健
男
「「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
か
ら
「
春
の
枯

葉
」
ま
で
」

（
１
）

は
、「
故
郷
の
郵
便
局
で
み
た
、
か
な
し
い
の
ん
だ
く
れ
の
無

学
の
老
人
か
ら
触
発
さ
れ
た
ス
ケ
ッ
チ
風
の
作
品
」
と
見
な
し
て
い
る
。

服
部
康
喜
「
親
と
い
ふ
二
字
（
太
宰
治
全
作
品
事
典
）
」

（
２
）

は
、「
愛
情
の
発

現
は
決
し
て
単
一
の
表
情
（
表
現
）
を
と
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
確
認

が
、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
」
だ
と
指
摘
し
て
、「
ど
こ
か
狡
猾
で
醜
悪
で
さ

え
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
透
き
通
っ
た
清
ら
か
な
愛
の
姿
は
、
庶
民
の

偽
ら
ぬ
日
常
の
姿
と
重
な
る
」
と
、「
爺
さ
ん
」
の
描
き
方
に
注
目
し
て
い

る
。
一
方
、
山
下
真
史
「『
親
と
い
ふ
二
字
』【
研
究
展
望
】

（
３
）

は
、「
こ
の
作

品
の
主
眼
は
娘
を
失
っ
た
老
人
の
悲
し
み
を
描
く
こ
と
よ
り
も
、
そ
れ
に

触
発
さ
れ
た
〈
私
〉
の
姿
を
描
く
こ
と
に
あ
る
」
と
見
て
、「
戦
争
体
験
を

ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
る
か
と
い
う
問
題
」
を
読
み
取
り
、「
戦
後
を
ど
う

生
き
る
か
と
い
う
答
え
の
な
い
重
い
問
い
が
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
問
う
。
唯
一
の
本
格
的
な
作
品
論
で
あ

る
有
元
伸
子
「『
親
と
い
ふ
二
字
』
論―

太
宰
流
・
人
情
噺
の
創
作―

」
（
４
）

は
、「
マ
ク
ラ
の
川
柳
に
諷
さ
れ
た
ど
う
し
よ
う
も
な
い
親
」
が
「
無
筆

の
爺
さ
ん
」
を
指
す
の
か
と
思
い
き
や
最
後
に
「
私
」
を
指
す
と
わ
か
る

展
開
、
一
連
の
話
を
「
虚
実
不
明
」
に
す
る
構
成
な
ど
、「
し
み
じ
み
と
し

た
情
趣
と
軽
い
滑
稽
感
」
を
形
成
す
る
「
技
法
」
に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
小

説
を
「
太
宰
が
、
落
語
、
と
く
に
人
情
噺
を
意
識
し
な
が
ら
創
作
し
た
短

編
小
説
だ
」
と
位
置
づ
け
る
。 

本
論
は
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
、
と
り
わ
け
山
下
論
の
問
い
や
有
元
論
の

分
析
に
導
か
れ
つ
つ
、
異
な
る
解
釈
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
作

品
が
語
ら
れ
た
こ
と
と
書
か
れ
た
も
の
と
を
め
ぐ
る
小
説
で
あ
る
こ
と
に

着
目
し
て
読
み
解
き
た
い
。 

 

一 
 

文
字
と
音
声 

一
・
一 

親
子
の
会
話
の
ね
ら
い 

 

『
親
と
い
ふ
二
字
』
の
冒
頭
で
は
、
タ
イ
ト
ル
に
用
い
ら
れ
て
い
る
川

柳
が
「
あ
は
れ
」
な
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。 

 

親
と
い
ふ
二
字
と
無
筆
の
親
は
言
ひ
。
こ
の
川
柳
は
、
あ
は
れ
で 

 

あ
る
。 

「
ど
こ
へ
行
つ
て
、
何
を
す
る
に
し
て
も
、
親
と
い
ふ
二
字
だ
け
は 

 

忘
れ
な
い
で
く
れ
よ
。」 

「
チ
ヤ
ン
や
。
親
と
い
ふ
字
は
一
字
だ
よ
。」 

「
う
ん
ま
あ
、
仮
り
に
一
字
が
三
字
で
あ
つ
て
も
さ
。」 

こ
の
教
訓
は
、
駄
目
で
あ
る
。 

 

「
私
」
は
こ
の
川
柳
を
、
親
子
の
会
話
に
解
き
ほ
ぐ
し
て
み
せ
る
。
そ
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し
て
無
筆
の
親
と
い
う
共
通
点
か
ら
「
爺
さ
ん
」
を
め
ぐ
る
逸
話
に
関
連

づ
け
て
説
明
し
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
、
有
元
伸
子
論
が
「
導
入
部
に
相
当

す
る
マ
ク
ラ
を
経
て
、
本
文
が
語
ら
れ
、
オ
チ
（
サ
ゲ
）
で
結
末
が
つ
け
ら

れ
る
」
と
、
一
編
の
構
成
を
落
語
の
構
成
に
見
立
て
て
い
る
の
は
首
肯
さ

れ
る
。 

た
だ
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
川
柳
は
、「
私
」
な
り
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
の
内
容
か
ら
ず
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

引
用
部
で
は
、
親
と
い
う
二
文
字
を
忘
れ
な
い
で
く
れ
、
と
い
う
親
の

発
言
に
対
し
て
、
子
か
ら
親
は
一
文
字
だ
と
訂
正
さ
れ
る
や
り
と
り
が
展

開
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
を
知
ら
ぬ
親
の
無
知
に
よ
っ
て
、
子
に
説
教
を
す

る
親
の
優
位
が
覆
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
こ
の
や
り
と
り
は
笑
い
を

誘
う
の
で
あ
ろ
う
し
、
語
り
手
は
「
こ
の
教
訓
は
、
駄
目
」
と
言
う
の
で
あ

ろ
う
。
や
は
り
前
掲
有
元
論
は
、
典
拠
と
目
さ
れ
る
『
柳
多
留
』
に
は
「「
し

わ
い
こ
と
か
な

く
」
と
前
句
が
附
さ
れ
て
」
い
る
こ
と
か
ら
、「
子
よ
り

も
劣
位
に
あ
る
無
筆
の
親
の
し
ぶ
と
さ
・
頑
迷
さ
・
情
け
な
さ
を
表
現
し

よ
う
と
し
た
」
可
能
性
を
指
摘
し
、
太
宰
の
小
説
で
は
「
柳
多
留
本
来
の

金
銭
が
ら
み
で
生
活
臭
た
だ
よ
う
滑
稽
み
を
お
び
た
前
句
の
印
象
か
ら

「
あ
は
れ
」
の
情
趣
へ
の
変
換
、
な
い
し
は
、
ま
ぬ
け
で
滑
稽
な
味
と
「
あ

は
れ
」（
哀
れ
／
情
趣
）
と
の
二
重
の
重
ね
合
わ
せ
が
な
さ
れ
た
」
と
し
て
、

「
無
筆
を
め
ぐ
る
人
情
噺
の
マ
ク
ラ
に
相
当
す
る
」
と
い
う
。 

た
し
か
に
、
こ
こ
で
は
前
句
が
削
除
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
親
が
子
に

恩
に
着
せ
よ
う
し
て
い
る
印
象
は
弱
ま
る
。
同
時
に
、
少
な
く
と
も
「
私
」

が
提
示
し
た
会
話
に
お
け
る
親
の
立
場
に
寄
り
添
っ
て
み
れ
ば
、
こ
こ
で

大
事
な
の
は
文
字
で
は
な
い
。「
ど
こ
へ
行
つ
て
、
何
を
す
る
に
し
て
も
」

親
の
存
在
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
た
い
か

ら
「
一
字
が
三
字
で
あ
つ
て
も
さ
」
と
付
け
加
え
る
の
で
あ
る
。「
私
」
に

よ
る
会
話
の
な
か
の
親
か
ら
す
れ
ば
、
文
字
の
数
な
ど
枝
葉
の
問
題
に
過

ぎ
な
い
。
一
方
で
、
子
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
教
え
を
垂
れ
る
立
場
の
者

が
、
ま
さ
に
そ
の
説
教
の
内
側
に
お
い
て
、
信
頼
性
が
損
な
わ
れ
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
受
け
取
る

こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
る
。 

こ
の
や
り
と
り
で
は
、
書
か
れ
る
文
字
と
発
話
さ
れ
る
音
声
と
の
ち
が

い
に
端
を
発
し
た
、
意
思
疎
通
の
齟
齬
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
重
要
な
の

は
、
こ
の
親
子
の
会
話
と
直
接
的
に
重
な
る
や
り
と
り
は
描
か
れ
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
似
た
構
図
が
、
そ
の
後
の
本
文
の
展
開
で
反
復
さ

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
川
柳
は
、「
爺
さ
ん
」
を
引
き
出
す
た
め
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
意
味
で
も
導
入
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。 

 

一
・
二 

「
爺
さ
ん
」
と
娘
と
「
私
」 

 

も
と
も
と
知
り
合
い
で
な
か
っ
た
「
私
」
と
「
爺
さ
ん
」
と
を
結
び
つ
け

た
の
は
、
罹
災
と
い
う
経
験
と
、
郵
便
局
と
い
う
場
所
で
あ
る
。
後
者
に

お
い
て
、
郵
便
局
員
と
「
爺
さ
ん
」
と
「
私
」
と
は
、
預
金
を
引
き
出
す
た

め
の
手
続
き
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
通
常
の
や
り
方
で
は
な
い
。 

一
般
的
な
手
続
き
と
し
て
は
、
預
金
者
は
自
分
の
名
前
が
記
さ
れ
た
通

帳
と
印
鑑
を
用
意
し
て
郵
便
局
を
訪
れ
、
備
え
付
け
の
払
い
戻
し
用
紙
に
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必
要
事
項
を
記
入
し
、
局
員
に
提
出
し
、
準
備
が
で
き
た
ら
呼
ば
れ
、
本

人
確
認
の
う
え
で
預
金
が
引
き
出
さ
れ
る
。
だ
か
ら
作
品
中
で
も
「
現
金

支
払
ひ
係
り
の
局
員
」
は
、
金
額
と
本
人
の
確
認
を
行
い
、「
な
る
べ
く
な

ら
、
御
本
人
を
よ
こ
し
て
下
さ
い
」
と
告
げ
る
。
作
中
で
く
わ
し
く
描
か

れ
て
は
い
な
い
が
、「
私
」
が
預
金
を
下
ろ
し
た
際
に
は
、
郵
便
局
員
と
そ

の
よ
う
な
順
序
が
踏
ま
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
「
爺
さ
ん
」
の
場
合
、

「
竹
内
ト
キ
」
と
い
う
名
の
娘
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
る
の
で
、「
御
本

人
」
は
現
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
こ
こ
で
は
、
通
帳
に
名
前
が
記
さ
れ
た

人
物
、
書
類
に
必
要
事
項
を
記
入
し
た
人
物
、
受
け
取
っ
た
人
物
が
す
べ

て
異
な
る
と
い
う
特
殊
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。 

も
と
も
と
郵
便
局
は
、
書
か
れ
た
言
葉
を
発
し
た
り
、
受
け
取
っ
た
り

す
る
場
で
あ
る
。
こ
の
場
で
は
、
言
葉
は
定
ま
っ
た
形
で
正
確
に
受
け
渡

さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。「
爺
さ
ん
」
と
「
私
」
と
の
作
業
は
、
そ
の

よ
う
な
場
を
背
景
と
し
て
い
る
か
ら
余
計
に
、
通
常
の
手
続
き
と
の
差
異

が
際
立
つ
の
で
あ
る
。 

「
私
」
が
知
り
合
っ
た
「
爺
さ
ん
」
は
、「
無
筆
」
で
あ
る
た
め
に
こ
の

川
柳
か
ら
連
想
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
前
述
の
川
柳
を
基

に
し
た
親
子
の
や
り
と
り
と
異
な
り
、「
爺
さ
ん
」
と
「
私
」
と
の
間
で
は
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
す
こ
ぶ
る
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
。 

 

私
は
無
言
で
首
肯
い
て
ベ
ン
チ
か
ら
立
ち
上
り
、
郵
便
局
備
附
け 

 

の
硯
箱
の
は
う
へ
行
く
。
貯
金
通
帳
と
、
払
戻
し
用
紙
（
か
れ
は
そ 

れ
を
、
う
け
出
し
の
紙
と
言
つ
て
ゐ
る
）
そ
れ
か
ら
、
ハ
ン
コ
と
、
三 

つ
を
示
さ
れ
、
さ
う
し
て
、「
書
い
て
く
れ
や
」
と
言
は
れ
た
ら
、
あ 

と
は
何
も
聞
か
ず
と
も
わ
か
る
。 

 

「
無
言
で
首
肯
い
て
」「
何
も
聞
か
ず
と
も
わ
か
る
」
と
く
り
返
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、「
同
類
」
で
あ
る
二
人
の
酒
飲
み
の
父
親
は
、
最
小
限
の
会

話
だ
け
で
意
思
疎
通
が
で
き
て
い
る
。
ま
た
、「
爺
さ
ん
」
の
境
遇
は
「
私
」

の
「
案
に
た
が
は
」
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
確
認
も
「
ち
よ
い
ち
よ

い
」
話
を
す
る
こ
と
で
達
成
さ
れ
て
い
る
。
両
者
は
淀
み
の
な
い
交
流
を

継
続
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

し
か
し
見
逃
せ
な
い
の
は
、「
爺
さ
ん
」
が
語
る
娘
の
逸
話
で
あ
る
。「
竹

内
ト
キ
」
は
亡
く
な
る
前
に
、「
象
さ
ん
が
来
た
」
と
い
う
「
う
は
ご
と
」

を
つ
ぶ
や
い
た
と
い
う
。
そ
れ
は
「
爺
さ
ん
」
の
言
う
よ
う
に
「
象
の
夢
で

も
見
て
ゐ
た
」
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、「
私
」
が
推
測
す
る
よ
う
に

「
何
か
お
役
所
の
特
別
な
意
味
で
も
有
る
言
葉
」
と
し
て
の
「
増
産
」
な

の
か
も
し
れ
な
い
。
彼
女
が
発
話
し
た
音
声
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
さ

ま
ざ
ま
な
解
釈
を
誘
う
が
、
決
定
で
き
な
い
。 

冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
川
柳
で
は
、
話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
と
の
ず
れ
が

問
題
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
親
は
オ
ヤ
と
い
う
音
声
に
正
し
い
漢
字
を

当
て
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
し
川
柳
の
な
か
の
親
は
、
オ
ヤ
と
い
う

言
葉
の
意
味
内
容
は
理
解
し
て
い
る
。『
親
と
い
ふ
二
字
』
の
「
爺
さ
ん
」

も
、
娘
の
ゾ
ウ
サ
ン
と
い
う
音
声
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
を
当
て
ら
れ
て
い

な
い
。
し
か
も
彼
の
場
合
、
そ
の
意
味
も
明
確
に
は
つ
か
み
き
れ
て
い
な

い
。
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
川
柳
に
お
け
る
意
思
疎
通
の
齟
齬
が
、
こ
の
部
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分
で
は
形
を
変
え
て
浮
上
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
あ
は
れ
」
さ
が
強
調

さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

「
爺
さ
ん
」
は
、
仮
に
ゾ
ウ
サ
ン
が
「
象
さ
ん
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

娘
が
今
際
の
際
に
夢
を
見
て
い
た
の
か
、
何
か
別
の
こ
と
を
伝
え
た
か
っ

た
の
か
さ
え
検
討
が
つ
か
ず
、
真
意
を
理
解
で
き
な
い
か
ら
、
今
も
語
り

な
が
ら
涙
ぐ
む
の
で
あ
ろ
う
。
象
に
対
し
て
「
象
さ
ん
」
と
い
う
幼
げ
な

呼
び
方
が
さ
れ
た
こ
と
に
、
一
人
前
の
稼
ぎ
手
に
な
る
前
の
、
少
女
時
代

の
娘
を
想
起
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
私
」
は
「
増
産
」
だ
と
解
釈

す
れ
ば
説
明
が
つ
く
と
一
度
は
思
う
。
し
か
し
最
後
ま
で
職
務
に
励
も
う

と
し
て
い
た
こ
と
よ
り
も
、
象
の
夢
を
見
る
と
い
う
幼
さ
を
う
か
が
わ
せ

る
理
解
の
方
が
、
老
人
に
と
っ
て
娘
と
し
て
の
彼
女
が
際
立
つ
こ
と
に
な

り
「
何
十
倍
も
あ
は
れ
が
深
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。 

解
釈
を
定
め
ら
れ
な
い
言
葉
の
前
で
「
爺
さ
ん
」
は
泣
き
、
酒
を
飲
む
。

彼
は
通
帳
の
名
義
を
書
き
か
え
た
り
、
娘
の
預
金
を
一
度
に
引
き
出
し
た

り
す
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
自
分
の
手
で
は
「
う
け
出
し
の
紙
」

に
必
要
事
項
を
記
入
で
き
ず
、
そ
の
つ
ど
「
私
」
の
よ
う
な
人
物
に
書
い

て
も
ら
っ
た
り
、
郵
便
局
員
に
本
人
確
認
さ
れ
た
り
す
る
煩
雑
さ
が
あ
る

の
だ
か
ら
、
そ
の
方
が
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
爺
さ
ん
」
は
、

む
し
ろ
保
険
金
さ
え
娘
の
口
座
に
預
金
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
継
続
的
に

金
が
必
要
な
ら
ば
、
保
険
金
は
手
元
に
置
く
方
が
便
利
で
あ
っ
た
ろ
う
。

手
元
に
置
く
こ
と
が
難
し
け
れ
ば
、
自
分
の
口
座
に
預
金
す
る
手
も
あ
っ

た
。
し
か
し
「
爺
さ
ん
」
は
「
竹
内
ト
キ
」
名
義
の
口
座
を
使
い
続
け
る
。

そ
の
た
め
「
爺
さ
ん
」
は
、
娘
の
氏
名
を
、
あ
え
て
「
私
」
の
手
で
用
紙
に

書
か
せ
、
郵
便
局
員
に
呼
ば
せ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

名
前
を
文
字
や
音
声
に
し
て
も
ら
う
こ
と
。「
娘
で
す
。
あ
い
。
わ
し
の
末

娘
で
ご
い
す
」
と
、
か
み
し
め
る
よ
う
に
く
り
返
す
こ
と
。
そ
れ
ら
は
「
爺

さ
ん
」
に
と
っ
て
、
娘
が
こ
の
世
に
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
手
段
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。 

 

一
・
三 

 

「
愚
か
し
い
意
見
」
の
位
相 

 

「
私
」
は
「
竹
内
ト
キ
」
の
「
う
は
ご
と
」
に
「
あ
は
れ
」
が
深
い
解
釈

を
す
る
。
そ
こ
に
彼
の
感
傷
を
う
か
が
う
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
感
傷
が

「
興
奮
」
に
結
び
つ
い
た
の
か
、「
私
」
は
突
発
的
な
言
葉
を
発
す
る
。
し

か
し
、
そ
の
発
言
は
意
味
が
通
り
に
く
い
も
の
で
あ
る
。 

 

私
は
興
奮
し
、
あ
ら
ぬ
事
を
口
走
つ
た
。 

「
ま
つ
た
く
で
す
よ
。
ク
ソ
真
面
目
な
色
男
気
取
り
の
議
論
が
国
を 

 
 

ほ
ろ
ぼ
し
た
ん
で
す
。
気
の
弱
い
は
に
か
み
屋
ば
か
り
だ
つ
た
ら
、 

こ
ん
な
事
に
ま
で
な
り
や
し
な
か
つ
た
ん
だ
。」 

わ
れ
な
が
ら
愚
か
し
い
意
見
だ
と
は
思
つ
た
が
、
言
つ
て
ゐ
る
う 

ち
に
、
眼
が
熱
く
な
つ
て
来
た
。 

 

「
ま
つ
た
く
で
す
よ
」
と
い
う
相
槌
か
ら
、「
私
」
が
罹
災
者
と
し
て
、

ま
た
父
親
と
し
て
共
感
し
て
「
興
奮
」
し
、
亡
国
に
導
い
た
も
の
を
批
判

し
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
。
し
か
し
そ
の
発
言
は
、「
愚
か
し
い
意
見
」
な
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の
か
ど
う
か
と
い
う
内
容
の
判
断
を
別
に
し
て
、
直
前
の
「
竹
内
ト
キ
」

の
「
う
は
ご
と
」
と
の
関
連
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
「
意
見
」
に
対
す

る
「
爺
さ
ん
」
の
返
事
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ち
ょ
う
ど
郵
便
局
員
か
ら

呼
び
出
し
を
受
け
て
会
話
が
途
切
れ
た
よ
う
に
見
え
る
た
め
、「
爺
さ
ん
」

と
の
意
志
疎
通
に
支
障
を
来
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
会
話
は
成
立
し
て

い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。 

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ま
つ
た
く
で
す
よ
」
と
肯
定
か
ら
入
る
「
私
」
の
な

か
で
は
結
び
つ
い
て
い
る
。「
あ
ら
ぬ
事
を
口
走
つ
た
」
わ
け
だ
か
ら
、
話

が
ず
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
私
」
は
す
で
に
こ
の
時
点
で
理
解
し
て
い
る
。

し
か
し
「
眼
が
熱
く
」
な
る
ほ
ど
の
感
情
の
高
ま
り
を
覚
え
て
い
る
。
し

か
も
「
ク
ソ
真
面
目
な
色
男
気
取
り
の
議
論
」
が
悪
く
、「
気
の
弱
い
は
に

か
み
屋
」
で
あ
れ
ば
ま
だ
ま
し
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
の
意
見
は
、
あ
る
言

説
の
内
容
の
善
し
悪
し
と
い
う
よ
り
、
言
説
の
発
せ
ら
れ
方
に
焦
点
を
当

て
、
批
判
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

こ
こ
で
「
国
を
ほ
ろ
ぼ
し
た
」
主
体
は
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
。
為
政
者

で
も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
も
、
国
民
で
も
当
て
は
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

彼
ら
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
は
、
取
り
繕
っ
た
言
説
を
発
す
る
こ
と
に
、

含
羞
を
覚
え
る
べ
き
だ
っ
た
。「
私
」
は
そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
に
映
る
。

そ
の
含
羞
は
「
ず
る
さ
う
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
「
爺
さ
ん
」

に
通
じ
る
。 

「
爺
さ
ん
」
は
末
娘
の
預
金
か
ら
飲
み
代
を
勝
手
に
引
き
出
し
て
い
る
。

し
か
し
末
娘
は
す
で
に
い
な
い
。
そ
れ
ま
で
「
ふ
た
り
で
青
森
に
住
ん
で

ゐ
た
」
と
い
う
彼
は
、
今
は
「
北
津
軽
の
こ
の
町
」
の
長
女
の
嫁
ぎ
先
に
居

候
し
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
日
常
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
不
自
由

の
な
い
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
人
で
末
娘
の
通
帳
を
手
に
、

た
び
た
び
郵
便
局
を
訪
れ
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。「
爺
さ
ん
」
は
、
悲
嘆
と

気
詰
ま
り
な
生
活
で
蓄
積
す
る
鬱
憤
を
飲
酒
に
よ
っ
て
晴
ら
そ
う
と
し
て

お
り
、
か
つ
そ
の
よ
う
な
自
分
を
恥
じ
る
が
ゆ
え
に
、
偽
悪
的
な
表
情
を

し
て
い
る
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。「
私
」
に
「
う
け
出
し
の
紙
」
へ
の
記
入

を
頼
む
際
に
「
へ
ん
に
笑
」
う
の
も
、
無
筆
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
酒
を

飲
ん
で
ば
か
り
い
る
自
分
を
恥
じ
る
気
持
ち
を
ご
ま
か
そ
う
と
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。「
気
の
弱
い
は
に
か
み
屋
」
と
は
、「
爺
さ
ん
」
に
当
て
は

ま
る
か
ら
、
こ
こ
で
「
私
」
は
唐
突
な
言
葉
を
口
に
し
た
の
で
あ
る
。 

有
元
論
で
は
、「
敗
戦
後
、
酒
を
飲
ま
ざ
る
を
え
な
い
心
境
に
お
か
れ
て

い
る
こ
と
、
死
ん
だ
娘
の
金
で
飲
む
と
い
う
事
情
に
お
い
て
、〈
私
〉
の
噺

の
な
か
で
、〈
私
〉
と
爺
さ
ん
と
は
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
く
」
と
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
。
老
人
と
「
私
」
と
が
似
て
い
て
、
前
者
が
「
気
の

弱
い
は
に
か
み
屋
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
含
羞
は
語
っ
て
い
る
「
私
」
に

も
通
じ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
含
羞
が
大
事
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
胸

の
内
か
ら
あ
ふ
れ
た
思
い
も
「
興
奮
」
に
よ
る
「
愚
か
し
い
意
見
」
と
断
ら

れ
た
う
え
で
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

二 
 

語
ら
れ
た
話
と
書
か
れ
た
話 

 
序
盤
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
、
オ
ヤ
と
い
う
音
と
「
親
」
と

い
う
字
と
の
結
び
つ
き
が
理
解
さ
れ
な
い
話
か
ら
始
ま
る
。
音
と
文
字
と
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の
関
係
を
発
端
と
す
る
こ
の
小
説
に
は
、
語
ら
れ
る
こ
と
と
、
書
か
れ
る

こ
と
と
の
齟
齬
が
く
り
返
し
描
か
れ
る
。 

一
連
の
話
の
半
分
近
く
は
、
作
中
の
終
盤
で
「
私
」
に
よ
っ
て
妻
に
語

ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
彼
が
妻
に
語
っ
た
内
容
と
こ
の
小
説
と
は
、
同

じ
で
は
な
い
。「
私
」
は
半
分
も
話
さ
ぬ
う
ち
に
妻
に
遮
ら
れ
て
い
る
が
、

小
説
に
お
い
て
は
こ
の
妻
と
の
や
り
と
り
自
体
も
書
き
記
せ
て
い
る
。
妻

に
語
り
か
け
た
話
と
、
読
者
の
た
め
に
書
か
れ
た
話
と
の
間
に
は
懸
隔
が

あ
る
。
そ
の
懸
隔
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
、
細
部
ま
で
比
較
し
て
見
定
め

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
「
こ
の
ウ
ヰ
ス
キ
イ
に
は
ね
、
二
十
六
歳

の
処
女
の
い
の
ち
が
溶
け
込
ん
で
ゐ
る
ん
だ
よ 

。
こ
れ
を
飲
む
と
、
僕
の

小
説
に
も
め
つ
き
り
艶
つ
ぽ
さ
が
出
て
来
る
と
い
ふ
事
に
な
る
か
も
知
れ

な
い
」
と
い
う
、「
竹
内
ト
キ
」
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
焦
点
を
当
て
た

導
入
か
ら
紡
が
れ
た
物
語
は
、
同
じ
事
実
に
基
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、

「
親
と
い
ふ
二
字
」
を
め
ぐ
る
川
柳
を
導
入
と
す
る
こ
の
小
説
と
、
大
き

く
異
な
る
印
象
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。 

し
か
も
、
小
説
は
「
私
」
の
語
り
の
失
敗
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。 

 

そ
も
そ
も
郵
便
局
で
無
筆
の
あ
は
れ
な
爺
さ
ん
に
逢
つ
た
事
の
は
じ 

め
か
ら
、
こ
ま
か
に
語
り
起
す
と
、
女
房
は
半
分
も
聞
か
ぬ
う
ち
に
、 

「
ウ
ソ
、
ウ
ソ
。
お
父
さ
ん
は
、
ま
た
、
て
れ
隠
し
の
作
り
話
を
お 

つ
し
や
つ
て
る
。
ね
え
、
坊
や
。」 

 
 

と
言
つ
て
、
這
ひ
寄
る
二
歳
の
子
を
膝
へ
抱
き
上
げ
た
。 

 

こ
こ
で
妻
は
「
坊
や
」
に
対
し
て
、「
お
父
さ
ん
は
」
と
、
子
の
立
場
に

寄
り
添
っ
て
語
り
か
け
て
い
る
。
し
か
し
「
這
い
寄
る
二
歳
の
子
」
が
、
こ

の
妻
の
発
言
を
理
解
で
き
た
と
は
思
い
が
た
い
。
こ
こ
で
妻
は
、
子
へ
の

語
り
か
け
を
通
じ
て
夫
の
浪
費
を
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
図
は
夫
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
前
掲
有
元
論
で
「
得
々
と
語
る
〈
私
〉

の
い
い
気
さ
が
、
女
房
の
言
葉
と
そ
の
膝
へ
這
い
寄
る
二
歳
の
子
ど
も
の

姿
に
よ
っ
て
、
相
対
化
さ
れ
、
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
お
り
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、「
ま
た
」
と
い
う
妻
の
言
い
方
か
ら
「
過

去
に
も
ウ
ソ
を
つ
い
て
き
た
こ
と
が
暴
露
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
〈
私
〉
が
物

語
っ
て
き
た
無
筆
の
爺
さ
ん
の
話
が
、
一
挙
に
虚
実
不
明
に
な
っ
て
し
ま

う
」
と
い
う
指
摘
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
た
だ
同
時
に
、
一
連
の
話
を
「
て

れ
隠
し
の
作
り
話
」
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
妻
の
発
言
が
正
し
い
も
の
と

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。 

な
る
ほ
ど
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
の
「
貯
金
の
ほ
と
ん
ど
全
部
」

を
酒
に
換
え
て
し
ま
っ
た
あ
げ
く
、「
二
十
六
歳
の
処
女
の
い
の
ち
」
と
の

関
係
を
強
調
す
る
「
私
」
の
態
度
は
、
妻
に
と
っ
て
受
け
入
れ
が
た
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
爺
さ
ん
」
と
の
出
会
い
や
、
亡
く
な
っ
た
そ
の
娘

の
保
険
金
と
し
て
支
払
わ
れ
た
紙
幣
に
よ
る
「
ウ
ヰ
ス
キ
イ
」
の
購
入
を

通
じ
て
、「
私
」
が
個
人
的
な
体
験
に
と
ど
ま
ら
な
い
強
い
印
象
を
与
え
ら

れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
っ
た
。 

家
族
に
は
理
解
さ
れ
に
く
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
価
値
の
あ
る
感
興
と

い
う
も
の
は
あ
り
得
る
。
そ
う
判
断
し
た
か
ら
「
私
」
は
語
り
方
を
変
え
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て
、
再
び
、
今
度
は
読
者
に
向
け
て
語
り
始
め
た
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た

と
き
、「
親
と
い
ふ
二
字
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
誤
り
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら

も
、「
一
字
が
三
字
で
あ
つ
て
も
さ
」
と
、
文
字
の
数
は
本
質
的
な
問
題
で

は
な
い
と
言
い
返
す
冒
頭
の
親
子
の
会
話
が
、
後
に
続
く
「
私
」
の
話
の

「
マ
ク
ラ
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
改
め
て
理
解
さ
れ
る
。 

川
柳
の
な
か
の
親
子
に
端
を
発
し
、「
竹
内
ト
キ
」
と
「
爺
さ
ん
」、「
私
」

と
「
爺
さ
ん
」、「
私
」
と
妻
と
、『
親
と
い
ふ
二
字
』
で
は
、
口
に
し
た
こ

と
が
相
手
に
十
分
に
受
け
止
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
構
図
が
く
り
返
し
描

か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
内
容
が
「
私
」
の
筆
を
通
し
て
読

者
の
前
に
現
れ
た
と
き
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
る
の
か
も

わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
象
さ
ん
が
来
た
」
と
い
う
「
う
は
ご
と
」
の
解
釈

が
定
ま
ら
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

三 

敗
戦
直
後
に
お
け
る
創
作 

 

こ
の
小
説
の
主
要
登
場
人
物
は
、「
私
」
と
妻
と
子
、
お
よ
び
「
爺
さ
ん
」

で
あ
る
。
彼
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
罹
災
者
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
戦
争
が
な
け
れ
ば
、「
私
」
と
「
爺
さ
ん
」
と
が
出
会
う
機
会
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、「
罹
災
し
た
お
か
た
に
は
皆
お
ぼ
え
が
あ
る
筈
だ
が
」
と
語

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
読
者
の
一
部
に
も
罹
災
者
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

一
九
四
六
年
の
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
、
罹
災
者
は
身
近
な
存
在
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
罹
災
者
の
向
こ
う
に
は
、
登
場
こ
そ
し
な
い
が
重
要
な
人
物

で
あ
る
「
竹
内
ト
キ
」
と
同
じ
よ
う
な
死
者
が
い
る
。 

こ
の
小
説
の
語
り
手
で
あ
り
、
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
の
職
業
は
小
説

家
で
あ
る
。 

 

罹
災
し
た
お
か
た
に
は
皆
お
ぼ
え
が
あ
る
筈
だ
が
、
罹
災
を
す
る 

と
、
へ
ん
に
郵
便
局
へ
行
く
用
事
が
多
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
私
が 

二
度
も
罹
災
し
て
、
た
う
と
う
津
軽
の
兄
の
家
へ
逃
げ
込
ん
で
居
候 

と
い
ふ
身
分
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
簡
易
保
険
だ
の
債
券
売
却
だ 

の
の
用
事
で
ち
よ
い
ち
よ
い
郵
便
局
に
出
向
き
、
ま
た
、
ほ
ど
な
く 

私
は
、
仙
台
の
新
聞
に
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
と
い
ふ
題
の
失
恋
小
説 

を
連
載
す
る
事
に
な
つ
て
、
そ
の
原
稿
発
送
や
ら
、
電
報
の
打
合
せ 

や
ら
で
、
い
つ
さ
う
郵
便
局
へ
行
く
度
数
が
頻
繁
に
な
つ
た
。 

 

こ
こ
で
「
仙
台
の
新
聞
」
に
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
を
連
載
し
た
「
私
」
は
、

太
宰
治
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
重
要
な
点
は
、

作
家
の
事
実
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
よ
り
、
郵
便
局
と
い
う
場
に
お
い
て
、

経
済
的
な
問
題
と
創
作
と
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
郵

便
局
で
は
手
紙
だ
け
で
な
く
原
稿
も
送
ら
れ
、
金
銭
も
受
け
渡
し
さ
れ
る
。 

前
掲
有
元
論
で
は
「
郵
便
局
は
単
な
る
金
融
機
関
で
は
な
く
、
物
流
や

情
報
交
換
の
場
で
あ
り
、
順
番
待
ち
の
間
は
社
交
の
場
に
も
な
り
う
る
」

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
私
」
が
稼
い
だ
金
は
、
の
ち
に
「
ウ
ヰ

ス
キ
イ
」
と
な
る
。
髙
塚
雅
「
太
宰
治
と
「
ウ
ヰ
ス
キ
イ
」
を
め
ぐ
る
物
語

―
「
親
と
い
ふ
二
字
」
と
「
親
友
交
歓
」
と
、
と
き
ど
き
「
パ
ン
ド
ラ

の
匣
」―
」

（
５
）

は
、
当
時
の
太
宰
の
経
済
状
況
と
「
ウ
ヰ
ス
キ
イ
」
と
の
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値
段
を
調
査
し
、「
ち
ょ
う
ど
「
パ
ン
ド
ラ
の
匣
」
の
原
稿
料
で
「
ウ
イ
ス

キ
イ
」「
一
ダ
ア
ス
分
」
が
購
え
る
計
算
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。 

小
説
家
と
は
、
注
文
を
受
け
、
原
稿
を
書
い
て
渡
し
、
代
価
を
受
け
取

る
職
業
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
自
ら
稼
い
だ
金
で
嗜
好
品
を
買
う
。

そ
の
こ
と
自
体
は
、
誰
か
ら
咎
め
ら
れ
る
謂
わ
れ
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
「
私
」
は
郵
便
局
で
引
き
出
し
た
金
銭
に
戸
惑
い
を
感
じ
る
。 

 

甚
だ
妙
な
成
り
行
き
で
あ
つ
た
。
や
が
て
二
人
の
用
事
は
す
ん
だ 

 
 

が
、
私
が
現
金
支
払
ひ
の
窓
口
で
手
渡
さ
れ
た
札
束
は
、
何
の
事
は 

 
 

無
い
、
た
つ
た
い
ま
爺
さ
ん
の
入
金
し
た
札
束
そ
の
も
の
で
あ
つ
た 

の
で
、
な
ん
だ
か
ひ
ど
く
爺
さ
ん
に
す
ま
な
い
や
う
な
気
が
し
た
。 

さ
う
し
て
そ
れ
を
或
る
人
に
手
渡
す
時
に
も
、
竹
内
ト
キ
さ
ん
の 

保
険
金
で
ウ
ヰ
ス
キ
イ
を
買
ふ
や
う
な
、
へ
ん
な
錯
覚
を
私
は
感
じ 

た
。 

 

現
在
を
生
き
る
こ
と
の
影
に
、
死
者
が
意
識
さ
れ
る
。
こ
の
場
面
で
は

敗
戦
直
後
の
状
況
、
罹
災
者
の
生
活
の
実
態
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い

る
。
も
う
存
在
し
な
い
人
を
召
喚
し
て
、
経
済
活
動
を
営
み
つ
つ
、
ど
こ

ま
で
理
解
さ
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
「
作
り
話
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て

金
銭
を
得
て
、
呑
む
。
こ
こ
で
焦
点
を
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
う

し
ろ
め
た
さ
で
あ
る
。 

仮
に
、
こ
こ
で
購
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
が
生
活
必
需
品
で
あ
れ
ば
、

「
私
」
が
「
す
ま
な
い
や
う
な
気
」
や
「
へ
ん
な
錯
覚
」
を
覚
え
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
作
品
掲
載
誌
「
新
風
」
創
刊
号
の
冒
頭
に

掲
げ
ら
れ
た
座
談
会
「
世
界
は
動
い
て
ゐ
る
」（
出
席
者
は
井
上
勇
、
末
松

満
、
高
松
棟
一
郎
）
は
、「
近
頃
、
私
ど
も
の
関
心
の
対
象
と
な
つ
て
ゐ
る

も
の
は
「
毎
日
を
い
か
に
し
て
生
き
る
か
」
と
い
ふ
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

逼
迫
し
た
食
糧
事
情
と
、
国
民
生
活
か
ら
遊
離
し
た
高
物
価
の
挟
撃
を
受

け
て
国
民
は
今
、
如
何
に
そ
の
日
そ
の
日
を
送
つ
て
行
く
か
と
い
ふ
こ
と

に
追
は
れ
て
ゐ
る
」
と
い
う
発
言
で
口
火
が
切
ら
れ
て
い
る
。
や
は
り
「
新

風
」
同
号
に
掲
載
さ
れ
た
羽
仁
説
子
「
生
活
再
建
へ
の
途
」
に
は
、「
い
ま

自
分
は
飢
え
よ
う
と
は
し
て
ゐ
な
い
、
と
い
つ
て
、
誰
が
ひ
と
り
こ
の
イ

ン
フ
レ
イ
シ
ヨ
ン
の
嵐
の
前
で
不
安
な
し
に
ゐ
ら
れ
る
と
い
ふ
の
か
。
昨

日
の
友
の
身
の
上
は
、
今
日
は
自
分
の
身
の
上
で
あ
る
」
と
綴
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
「
新
風
」
同
号
に
は
、「
街
頭
教
室 

闇
市
に
覗
い
た
物
価
」

と
い
う
無
署
名
の
記
事
も
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
生
鮮
食
料
品
」
と
「
日
用
雑

貨
品
」
の
「
昭
和
二
十
一
年
一
月
七
日
現
在
」
の
価
格
が
事
細
か
に
記
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
「
ウ
ヰ
ス
キ
イ
」
は
立
項
さ
れ
て
い
な
い
。 

「
毎
日
を
い
か
に
し
て
生
き
る
か
」
が
当
面
の
課
題
に
な
っ
て
い
る
時

代
に
お
い
て
、
こ
の
小
説
で
は
、
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要

で
は
な
い
、
け
れ
ど
も
生
活
に
潤
い
を
与
え
る
た
め
に
欲
す
る
嗜
好
品
を

買
う
こ
と
に
伴
う
う
し
ろ
め
た
さ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

「
失
恋
小
説
」
を
郵
便
局
か
ら
送
り
、
稿
料
を
得
て
生
計
を
立
て
る
「
私
」

に
こ
と
の
ほ
か
強
く
響
い
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
の
新
聞
社
が
東
京
で
発

刊
し
て
い
る
雑
誌
「
新
風
」
の
読
者
、
あ
る
い
は
東
京
の
出
版
社
に
よ
る

単
行
本
『
冬
の
花
火
』
の
読
者
は
、
こ
の
小
説
も
ま
た
、
郵
便
局
を
介
し
て

161



送
ら
れ
た
原
稿
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
『
親
と
い
ふ
二
字
』
は
、
敗
戦
直
後
の
混
乱
期
に
お
け
る
小
説
（
家
）

の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
作
品
な
の
で
あ
る
。 

妻
子
を
顧
み
ず
に
財
産
を
「
ウ
ヰ
ス
キ
イ
」
に
変
え
て
し
ま
っ
た
小
説

家
の
ふ
る
ま
い
は
、
少
な
く
と
も
家
族
に
と
っ
て
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
。
し
か
も
「
私
」
は
末
尾
で
妻
に
向
か
っ
て
、
そ
の
「
ウ
ヰ
ス
キ

イ
」
と
亡
く
な
っ
た
女
性
と
「
僕
の
小
説
」
と
を
安
直
に
結
び
つ
け
て
語

ろ
う
と
し
て
、
失
敗
し
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
、
食
い
下
が
っ
て
妻
に
説

明
を
続
け
よ
う
と
は
し
な
い
。
読
者
に
対
し
て
も
、
何
も
付
け
加
え
な
い
。

そ
こ
で
「
私
」
が
感
じ
て
い
る
う
し
ろ
め
た
さ
は
、
明
確
に
言
語
化
さ
れ

な
い
。「
竹
内
ト
キ
」
の
よ
う
な
死
者
へ
の
哀
悼
や
、「
爺
さ
ん
」
の
よ
う
な

身
内
を
失
っ
た
人
へ
の
同
情
を
、
末
尾
の
妻
へ
の
説
明
の
よ
う
な
形
で
し

か
口
に
で
き
な
か
っ
た
こ
と
。
荒
廃
し
た
世
の
中
に
お
い
て
娯
楽
や
創
作

が
わ
ず
か
に
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
役
割―
新
聞
や
、
文
藝
誌
で

は
な
い
雑
誌
に
小
説
が
掲
載
さ
れ
る
理
由
で
も
あ
る―
な
ど
を
訴
え
ら

れ
な
い
こ
と
。
そ
こ
に
は
「
ク
ソ
真
面
目
な
色
男
気
取
り
の
議
論
」
に
陥

る
こ
と
を
慎
重
に
避
け
よ
う
と
い
う
態
度
が
う
か
が
え
る
。「
て
れ
隠
し
の

作
り
話
」
を
し
た
と
言
わ
れ
た
作
家
は
、
あ
く
ま
で
「
気
の
弱
い
は
に
か

み
屋
」
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。 

 

お
わ
り
に 

 

本
論
で
は
、
音
声
と
文
字
と
の
齟
齬
か
ら
始
ま
る
『
親
と
い
ふ
二
字
』

と
い
う
小
説
を
、
言
葉
が
差
し
出
さ
れ
、
受
け
止
め
ら
れ
そ
こ
な
う
構
図

の
く
り
返
し
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
敗
戦
直
後
に
嗜
好
品
を
楽
し
み
つ
つ

生
き
る
こ
と
の
う
し
ろ
め
た
さ
と
、
そ
こ
で
の
小
説
（
家
）
の
意
義
を
問

い
直
す
作
品
と
し
て
読
み
解
い
た
。
家
族
に
は
非
難
さ
れ
て
も
仕
方
の
な

い
状
況
に
お
い
て
、
な
お
残
存
す
る
曰
く
言
い
が
た
い
想
い
を
読
者
に
ほ

の
め
か
す
手
法
は
、
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
『
父
』（「
人
間
」
一
九
四
七
・

四
）
と
よ
く
似
て
い
る
。 

「
新
風
」
創
刊
号
の
「
編
輯
室
か
ら
」
に
は
、「
新
し
い
時
代
の
夜
明
け
。

旧
い
封
建
の
枠
が
取
れ
て
、
人
間
の
自
由
が
始
め
て
萌
出
で
た
世
紀
の
朝

に
、
す
べ
て
は
新
し
い
勁
い
力
を
も
つ
た
も
の
が
生
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

と
謳
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
堂
々
と
前
向
き
に
語
ら
れ
る

言
説
と
、『
親
と
い
ふ
二
字
』
と
は
齟
齬
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 
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