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「
文
学
青
年
と
い
ふ
奴
は
ど
う
し
て
か
う
も
不
愉
快
な
代
物
ば
か
り
揃
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
不
勉
強
で
、
生
意
気
で
、
人
の
気
心
を
知
ら
な
い
。
ひ

と
り
よ
が
り
な
、
人
を
人
と
も
思
は
ぬ
、
そ
の
く
せ
自
信
の
ま
る
で
な
い
、

要
す
る
に
誠
実
も
、
智
慧
も
な
い
虚
栄
心
の
強
い
女
の
く
さ
つ
た
見
た
い
な

…
…
」

　
そ
の
ほ
か
こ
の
種
の
形
容
詞
を
ま
だ
ま
だ
沢
山
盛
り
上
げ
よ
う
と
し
て
ゐ

る
と
こ
ろ
を
、
堀
口
大
学
が
い
つ
に
な
く
横
合
か
ら
口
を
出
し
て
、

「
そ
れ
で
い
ゝ
の
だ
よ
。
文
学
と
い
ふ
も
の
は
、
一
た
い
が
さ
う
い
ふ
も
の

な
の
さ
。
そ
の
ま
ま
で
だ
ま
つ
て
十
年
か
二
十
年
見
て
ゐ
て
や
る
と
、
そ
の

不
愉
快
千
万
な
代
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
相
応
に
愉
快
な
、
見
ど
こ
ろ
の
あ
る
奴
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に
変
つ
て
く
る
の
だ
。
そ
れ
が
文
学
と
い
ふ
も
の
の
道
だ
ね
。
有
難
い
こ
と

さ
。
た
と
へ
ば
我
々
に
し
た
と
こ
ろ
が
十
年
か
十
五
年
前
を
回
顧
し
て
見
る

と
、
お
互
立
派
に
不
愉
快
な
文
学
青
年
で
あ
つ
た
ら
し
い
か
ら
ね
。
」

　
あ
と
は
笑
つ
た
。
そ
れ
は
も
う
十
年
位
以
前
の
事
で
あ
つ
た
ら
う
。
折
に

ふ
れ
て
こ
ん
な
会
話
を
取
交
し
た
記
憶
が
あ
る
。
何
時
、
何
人
に
関
す
る
出

来
事
に
就
て
で
あ
つ
た
や
ら
は
も
う
覚
え
な
い
。
た
だ
自
分
の
記
憶
に
存
し

て
ゐ
る
の
は
、
あ
の
風
采
も
心
持
も
寛
雅
な
友
人
が
自
分
の
不
平
を
慰
め
よ

う
と
自
分
の
た
め
に
言
つ
た
「
有
難
い
文
学
の
道
」
や
「
十
年
か
十
五
年
前

に
は
お
互
立
派
に
不
愉
快
な
文
学
青
年
で
あ
つ
た
」
と
い
ふ
自
分
の
放
言
に

反
省
を
促
さ
う
と
し
た
ら
し
い
一
言
と
そ
の
会
話
の
卓
の
間
の
丸
テ
ー
ブ
ル

の
白
い
布
の
上
に
落
ち
て
ゐ
た
ま
ぶ
し
い
光
線
と
、
そ
れ
か
ら
目
を
そ
ら
し
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て
見
上
げ
た
軒
の
新
緑
と
、
友
の
寛
雅
な
一
言
の
た
め
に
自
分
の
心
も
和
い

で
、
一
緒
に
笑
つ
た
事
と
。
そ
れ
等
の
も
の
の
外
は
も
う
一
切
忘
れ
た
。
そ

の
時
の
友
の
言
葉
を
今
も
思
ひ
出
さ
な
い
で
は
な
い
。

　
も
う
一
つ
の
記
憶
は
多
分
更
に
も
う
一
昔
も
遡
つ
て
見
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
従
つ
て
、
僕
自
身
が
立
派
に
不
愉
快
な
文
学
青
年
で
あ
つ
た
頃
の
或
る

時
で
あ
る
。
そ
の
恩
義
を
少
し
も
報
ず
る
事
の
出
来
な
か
つ
た
自
分
の
師
生

田
長
江
先
生
が
、
そ
の
友
人
の
森
田
草
平
に
向
つ
て
言
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ

た
。

「
そ
ん
な
事
は
君
、
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
う
つ
ち
や
ら
か
し
て
置
く
に
限
る
ね
。

相
手
を
軽
蔑
し
て
笑
つ
て
置
け
ば
過
ぎ
て
し
ま
ふ
の
さ
。
尠
く
も
君
の
不
快
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を
僕
も
分
担
し
て
ゐ
る
し
、
こ
こ
に
ゐ
る
佐
藤
君
だ
つ
て
同
じ
く
さ
。
天
下

に
二
人
の
理
解
者
が
あ
れ
ば
沢
山
だ
。
そ
れ
以
上
を
求
め
る
の
が
贅
沢
の
沙

汰
だ
ね
。
」

　
長
江
先
生
は
金
属
的
な
声
を
あ
げ
て
一
笑
し
た
。
自
分
も
生
意
気
に
笑
つ

た
。
し
か
し
草
平
は
決
し
て
笑
は
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
言
つ
た
。

「
そ
れ
や
、
こ
ん
な
事
で
目
角
を
立
て
て
ぐ
づ
ぐ
づ
い
ふ
の
は
野
暮
に
は
相

違
な
い
さ
。
相
手
は
そ
れ
が
つ
け
目
な
の
だ
。
だ
か
ら
僕
は
笑
つ
て
は
す
ま

せ
な
い
。
こ
の
野
暮
を
敢
て
し
よ
う
。
こ
ん
な
場
合
野
暮
を
お
そ
れ
て
笑
つ

て
す
ま
す
の
は
い
い
趣
味
か
も
知
れ
な
い
が
、
僕
は
い
や
だ
。
野
暮
と
言
は

れ
る
の
を
お
そ
れ
て
こ
れ
を
黙
つ
て
ゐ
る
な
ど
は
僕
に
は
寧
ろ
不
道
徳
な
感

じ
が
す
る
の
だ
。
」
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「
さ
う
か
い
。
天
下
に
そ
ん
な
事
よ
り
も
つ
と
関
心
事
が
あ
つ
て
も
よ
さ
さ

う
に
思
ふ
の
だ
が
。
」

「
さ
う
だ
、
こ
の
事
た
る
や
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
拡
大
す
れ
ば
天
下
の
あ
ら

ゆ
る
関
心
事
と
そ
の
軌
を
一
つ
に
す
る
も
の
だ
よ
。
」

　
草
平
先
生
は
そ
の
事
を
拡
大
し
て
天
下
の
あ
ら
ゆ
る
関
心
事
の
法
則
に
結

び
つ
け
て
論
じ
た
。
肝
腎
の
そ
の
事
が
何
で
あ
つ
た
や
ら
は
も
う
と
ん
と
記

憶
を
逸
し
て
ゐ
る
。
多
分
自
分
に
は
覚
え
て
置
く
値
打
が
な
か
つ
た
の
で
も

あ
ら
う
。
た
ゞ
道
徳
の
た
め
に
は
敢
て
「
野
暮
を
お
そ
れ
ぬ
草
平
」
「
笑
は

ざ
る
草
平
」
だ
け
が
深
く
記
憶
に
留
ま
つ
た
も
の
ら
し
い
。
こ
ん
な
記
憶
も

今
ふ
と
甦
つ
た
。
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山
岸
外
史
が
そ
の
従
兄
弟
の
寺
内
清
と
同
道
し
て
訪
問
し
た
。
日
曜
日
の

夜
更
け
で
、
自
分
は
翌
日
学
校
の
講
義
の
準
備
の
た
め
に
近
隣
の
畏
友
を
訪

う
て
詩
経
の
六
義
に
就
て
談
論
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
へ
、
二
人
の
客
の
訪
問
を

伝
へ
ら
れ
た
の
で
帰
宅
し
て
客
に
面
会
し
た
。

　
山
岸
に
対
し
て
は
先
日
太
宰
治
の
近
況
を
千
葉
へ
行
つ
て
視
察
す
る
こ
と

を
依
頼
し
て
置
い
た
。
太
宰
は
夏
の
こ
ろ
は
三
日
に
あ
げ
ず
来
て
ゐ
た
し
、

来
な
い
日
は
必
ず
何
枚
つ
づ
き
か
の
は
が
き
か
、
巻
紙
一
枚
を
書
き
つ
ぶ
し

た
長
文
の
手
紙
を
よ
こ
し
て
ゐ
た
の
が
、
そ
の
後
ぷ
つ
つ
り
音
信
が
な
か
つ

た
。
い
や
二
度
ば
か
り
は
が
き
が
あ
つ
た
が
、
そ
の
は
が
き
は
何
を
意
味
し

て
ゐ
る
や
ら
自
分
に
は
一
向
要
領
が
得
な
か
つ
た
。
そ
の
は
が
き
の
文
言
が

要
領
を
得
な
い
以
上
に
、
駿
河
台
で
は
が
き
を
入
れ
る
ひ
ま
に
一
足
自
分
の
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玄
関
の
前
に
立
た
な
い
太
宰
の
心
理
の
方
が
も
つ
と
わ
か
ら
な
か
つ
た
。
は

が
き
に
よ
る
と
太
宰
は
気
ま
づ
く
慚
愧
の
た
め
に
訪
問
出
来
な
い
と
い
ふ
意

味
の
文
句
が
あ
つ
た
。
全
く
そ
の
文
句
に
相
当
す
る
事
実
が
あ
つ
た
か
ら
自

分
は
正
直
に
文
字
ど
ほ
り
さ
う
読
ん
で
ゐ
た
。
し
か
し
家
内
は
太
宰
の
こ
れ

等
の
態
度
は
芥
川
賞
に
関
聯
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
推
測
を
洩
ら
し
て

ゐ
た
。
さ
う
い
へ
ば
こ
の
間
、
日
本
橋
の
弟
が
来
た
時
、
太
宰
が
自
分
で
今

度
は
芥
川
賞
を
貰
ひ
ま
す
か
ら
と
吹
聴
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
噂
を
聞
い
て
自
分

も
妙
に
思
つ
た
事
は
あ
つ
た
。
し
か
し
、
太
宰
が
芥
川
賞
に
関
し
て
自
分
を

何
か
不
満
に
思
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
な
ど
と
い
ふ
考
へ
は
自
分
に
は
毛
頭
な
か

つ
た
か
ら
、
家
内
の
推
測
を
も
女
ら
し
い
馬
鹿
な
も
の
と
取
り
合
は
な
か
つ

た
。
先
方
で
は
不
満
が
あ
つ
て
来
な
い
も
の
な
ら
と
も
か
く
も
、
何
か
気
ま
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り
を
悪
が
つ
て
来
ら
れ
な
い
の
な
ら
不
便
な
と
い
ふ
気
持
も
あ
つ
た
し
、
太

宰
の
挙
動
に
不
審
な
も
の
も
あ
つ
た
の
で
、
か
た
が
た
山
岸
を
太
宰
の
と
こ

ろ
へ
使
に
や
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
太
宰
は
最
初
山
岸
が
自
分
の
と
こ
ろ
へ
つ

れ
て
来
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
山
岸
に
と
つ
て
不
足
の
な
い
役
割
の
つ
も
り

で
あ
る
。
自
分
の
太
宰
に
対
す
る
不
審
と
い
ふ
の
は
、
太
宰
が
ま
た
パ
ピ
ナ

ー
ル
を
用
ゐ
は
じ
め
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
疑
念
で
あ
つ
た
。
そ
の

中
毒
症
を
、
自
分
は
医
者
に
な
つ
て
ゐ
る
弟
と
相
談
し
て
こ
の
春
治
療
さ
せ

た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
か
ら
、
中
毒
症
の
再
発
を
防
止
す
る
の
も
我
々
の
　
　

兄
弟
と
山
岸
も
　
　
義
務
と
感
じ
て
ゐ
た
。

　
山
岸
が
千
葉
に
太
宰
を
訪
問
し
て
来
た
報
告
は
、
山
岸
の
い
つ
も
の
明
快
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な
長
広
舌
に
も
似
ず
、
不
得
要
領
に
近
い
も
の
で
あ
つ
た
。
た
だ
パ
ピ
ナ
ー

ル
を
ま
た
は
じ
め
て
ゐ
る
ら
し
い
と
い
ふ
事
と
、
家
人
の
言
葉
と
太
宰
自
身

の
言
葉
と
は
万
事
に
非
常
な
相
違
が
あ
つ
て
い
つ
に
似
ぬ
不
誠
実
な
太
宰
の

態
度
が
腹
立
し
か
つ
た
と
い
ふ
だ
け
が
殆
ん
ど
全
部
で
あ
つ
た
。
パ
ピ
ナ
ー

ル
中
毒
を
再
発
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
だ
け
で
大
た
い
は
判
つ
た
が
、
芥
川
賞
に

関
す
る
件
は
ど
ち
ら
か
ら
も
一
向
触
れ
な
か
つ
た
。
自
分
に
は
も
と
も
と
大

し
て
問
題
で
は
な
か
つ
た
か
ら
山
岸
が
言
ひ
出
さ
な
け
れ
ば
問
ふ
ま
で
も
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
太
宰
の
話
が
出
る
と
寺
内
が
太
宰
の
新
作
で
新
潮
に
出
た
創
生
記

と
い
ふ
短
篇
の
話
を
は
じ
め
た
。
そ
れ
が
月
評
家
の
間
で
話
題
に
な
つ
て
ゐ

る
と
い
ふ
の
で
、
彼
は
先
づ
中
条
百
合
子
の
意
見
と
い
ふ
も
の
を
紹
介
し
た
。
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し
か
し
寺
内
の
話
は
ま
る
で
自
分
に
は
通
じ
な
か
つ
た
。
中
条
の
意
見
と
や

ら
の
、
文
壇
に
こ
ん
な
封
建
的
徒
弟
制
度
の
や
う
な
も
の
の
あ
る
こ
と
の
不

快
や
、
こ
ん
な
現
象
を
呈
す
る
と
す
れ
ば
芥
川
賞
は
有
害
と
い
ふ
ら
し
い
意

見
や
、
酸
鼻
と
い
ふ
文
字
が
使
は
れ
て
ゐ
る
と
聞
い
て
も
一
た
い
何
が
ど
う

酸
鼻
な
の
か
一
か
ら
十
ま
で
自
分
に
は
話
が
通
じ
な
か
つ
た
。
と
い
ふ
の
は
、

話
の
眼
目
に
な
る
創
生
記
と
や
ら
を
自
分
は
読
ん
で
居
な
か
つ
た
か
ら
で
あ

る
。

　
自
分
は
近
ご
ろ
め
つ
た
に
雑
誌
と
い
ふ
も
の
を
見
な
い
。
雑
誌
よ
り
も
も

つ
と
読
む
べ
き
も
の
が
多
い
と
感
じ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
雑
誌
は
所
詮
文

学
青
年
向
き
に
造
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
だ
か
ら
、
自
分
の
如
く
文
学
青
年
の
圏

外
か
ら
追
ひ
出
さ
れ
、
或
は
追
ん
出
て
ゐ
る
者
に
と
つ
て
面
白
い
読
み
も
の
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で
な
い
の
は
寧
ろ
当
然
で
あ
る
。
従
つ
て
自
分
は
つ
れ
づ
れ
草
を
伊
勢
物
語

を
読
み
返
し
古
今
の
序
を
吟
味
し
、
詩
経
の
邦
訳
に
手
を
焼
い
て
ゐ
る
。
尤

も
現
代
に
生
き
て
ゐ
る
以
上
好
む
と
好
ま
ぬ
と
に
拘
は
ら
ず
現
代
の
雑
誌
を

見
る
必
要
も
あ
り
、
義
務
も
あ
る
ら
し
い
。
自
分
が
芥
川
賞
の
審
査
委
員
を

受
諾
し
た
の
も
、
或
る
学
校
に
出
講
す
る
の
も
主
な
理
由
の
一
つ
は
こ
れ
で

あ
つ
た
。
現
代
の
雑
誌
を
読
む
た
め
に
、
現
代
の
青
年
を
知
る
た
め
に
、
週

に
幾
時
間
か
青
年
と
接
触
し
た
り
、
年
に
一
二
回
位
は
、
纏
め
て
極
く
若
い

作
家
の
作
品
を
見
る
や
う
な
機
会
を
持
つ
の
は
自
分
に
と
つ
て
も
必
要
で
あ

り
社
会
に
対
す
る
義
務
で
も
あ
ら
う
と
感
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
分
は

か
う
い
ふ
風
に
し
て
自
分
の
心
裡
の
窓
を
少
し
隙
け
て
置
い
て
空
気
の
流
通

を
謀
つ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
こ
れ
以
上
積
極
的
に
現
代
と
接
触
す
る
気
は
な
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い
。
な
る
べ
く
こ
れ
位
の
程
度
に
し
て
置
い
て
扉
は
し
つ
か
り
閉
め
て
置
き

た
い
。
消
極
的
だ
が
身
勝
手
が
い
い
た
め
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
利
益
と
亡
友

に
対
す
る
追
慕
の
微
意
が
な
い
位
な
ら
芥
川
賞
の
審
査
員
な
ど
も
あ
ま
り
自

分
の
柄
で
は
な
い
。
自
分
は
そ
の
程
度
に
は
分
を
心
得
て
ゐ
る
つ
も
り
で
あ

る
。

　
厳
密
に
云
ふ
と
、
芥
川
賞
と
い
ふ
や
う
な
制
度
も
自
分
に
は
あ
ま
り
好
も

し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
或
る
人
が
、
あ
る
時
、

「
芥
川
賞
な
ど
は
要
す
る
に
菊
池
氏
の
広
告
手
段
だ
か
ら
…
…
」
と
言
つ
た

時
、
自
分
は

「
さ
う
で
す
。
そ
れ
は
そ
れ
に
違
ひ
な
い
と
し
て
も
、
他
を
排
し
て
で
も
、

自
分
の
利
を
得
よ
う
と
す
る
の
が
今
日
一
般
の
広
告
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

14或る文学青年像



他
に
も
幾
分
の
利
益
を
分
ち
な
が
ら
自
分
で
利
益
を
占
め
る
と
い
ふ
大
乗
的

な
手
段
と
し
て
悪
く
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
尤
も
悪
用
さ
れ
る
と
す
れ
ば
害
は

伴
ひ
ま
せ
う
。
し
か
し
悪
用
さ
れ
て
害
の
伴
は
な
い
何
物
も
あ
り
ま
す
ま
い

か
ら
…
…
」

　
と
答
へ
た
時
は
自
分
な
が
ら
立
派
に
芥
川
賞
の
委
員
に
な
つ
て
ゐ
る
の
を

自
覚
し
た
。

　
何
に
せ
よ
創
生
記
を
見
な
け
れ
ば
二
人
の
客
と
は
話
題
の
な
い
状
態
で
あ

つ
た
か
ら
家
人
に
命
じ
て
雑
誌
を
捜
さ
せ
た
。
今
月
の
雑
誌
で
あ
つ
て
見
れ

ば
、
ま
さ
か
高
閣
に
束
ね
て
も
置
く
ま
い
、
く
づ
屋
に
も
売
り
払
ふ
ま
い
。

寝
室
、
書
斎
、
応
接
間
、
誰
彼
の
部
屋
な
ど
の
こ
ら
ず
捜
さ
せ
た
が
見
当
ら
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な
い
。
最
後
に
誰
や
ら
が
持
つ
て
行
つ
た
。
持
つ
て
行
つ
た
の
は
某
だ
と
だ

ん
だ
ん
手
も
と
に
な
い
事
が
判
つ
て
来
た
。
ま
だ
十
時
半
か
そ
こ
い
ら
だ
ら

う
と
い
ふ
の
で
女
中
を
走
ら
せ
て
下
の
通
ま
で
新
潮
を
一
册
買
は
せ
に
や
る
。

自
分
で
雑
誌
を
買
ふ
の
は
二
十
数
年
来
な
い
現
象
で
あ
つ
た
。

　
客
同
士
を
勝
手
に
喋
ら
せ
て
置
い
て
自
分
は
急
い
で
雑
誌
を
拾
ひ
読
み
し

た
。
別
段
何
も
目
に
と
ま
る
と
こ
ろ
も
な
い
。

　
と
見
て
行
く
う
ち
に
自
分
の
名
前
の
見
厭
き
て
ゐ
る
活
字
に
ぶ
つ
つ
か
つ

た
か
ら
眼
鏡
を
外
し
た
り
、
か
け
て
見
た
り
、
注
意
し
て
見
る
。
年
来
の
近

視
が
こ
の
頃
遠
視
に
な
り
か
か
つ
て
ゐ
る
の
で
眼
鏡
が
邪
魔
に
な
る
。
出
来

る
だ
け
読
む
事
を
節
約
し
て
す
ま
せ
た
い
。
自
分
の
旧
作
の
校
正
な
ど
馬
鹿

馬
鹿
し
い
も
の
を
読
む
の
は
さ
な
が
ら
生
命
を
浪
費
し
て
ゐ
る
感
じ
を
痛
切
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に
覚
え
る
。
創
生
記
は
し
か
し
、
片
仮
名
で
字
画
が
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
か

ら
見
や
す
か
つ
た
。
そ
れ
が
平
仮
名
に
な
り
出
し
て
か
ら
必
要
な
と
こ
ろ
に

な
つ
た
の
は
偶
然
な
が
ら
意
地
の
悪
い
も
の
で
あ
る
。

「
君
、
こ
れ
は
困
る
。
い
け
な
い
ね
。
か
う
身
勝
手
な
、
出
鱈
目
を
書
か
れ

て
は
。
　
　
ま
る
で
妄
想
を
事
実
の
如
く
報
告
す
る
。
こ
の
手
法
は
い
つ
で

も
困
る
の
に
。
そ
れ
が
か
う
功
利
的
に
。
利
用
さ
れ
て
ゐ
て
は
。
筆
者
の
常

識
よ
り
は
。
良
心
の
方
を
。
先
づ
疑
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。
」

　
自
分
は
一
句
一
句
を
、
と
ぎ
れ
、
と
ぎ
れ
に
言
ひ
な
が
ら
、
頁
半
か
ら
次

頁
の
半
ま
で
つ
づ
く
一
節
二
三
十
行
を
読
み
了
つ
て
か
ら

「
不
愉
快
だ
ね
。
困
つ
た
人
物
だ
ね
。
」

　
初
め
は
眼
前
に
当
の
相
手
が
ゐ
る
か
の
や
う
に
言
つ
て
ゐ
た
が
、
終
り
に
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は
さ
す
が
に
句
調
が
直
つ
て
、

「
な
る
ほ
ど
こ
れ
を
事
実
と
し
て
読
ん
だ
な
ら
中
条
百
合
子
な
ら
ず
と
も
、

こ
ん
な
徒
弟
制
度
を
憤
ろ
し
く
思
ふ
し
、
こ
ん
な
状
態
に
甘
ん
じ
て
芥
川
賞

を
渇
望
し
て
ゐ
る
の
は
酸
鼻
と
思
は
れ
る
ね
。
」

「
さ
う
で
す
か
」
寺
内
は
自
分
が
叱
ら
れ
で
も
し
た
や
う
に
長
大
息
し
て
閉

口
し
て
ゐ
る
。

　
自
分
は
読
み
了
つ
た
あ
た
り
を
山
岸
の
方
へ
差
し
出
す
と
、
山
岸
は

「
さ
う
、
さ
う
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
太
宰
も
先
生
に
迷
惑
に
あ
た
る
ま
い
か

と
出
し
て
見
せ
て
ゐ
ま
し
た
よ
。
」

「
な
ん
だ
、
自
分
で
も
気
が
つ
い
て
や
つ
て
ゐ
る
の
だ
ね
。
　
　
ど
の
程
度

だ
か
は
知
ら
な
い
が
。
右
と
い
ふ
事
実
を
左
に
し
て
し
ま
つ
て
迷
惑
に
な
る
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ま
い
か
も
な
い
も
の
さ
。
と
ぼ
け
て
ゐ
る
の
か
な
。
」

「
尤
も
最
後
の
方
へ
行
つ
て
先
生
に
対
す
る
態
度
は
救
つ
て
あ
り
ま
す
ね
」

と
こ
れ
も
寺
内
は
ま
あ
一
と
ほ
り
読
ん
で
見
た
ら
ど
う
だ
と
婉
曲
に
言
つ
て

ゐ
る
。

「
だ
が
最
後
ま
で
読
ん
で
見
た
つ
て
嘘
を
書
い
た
こ
と
の
取
消
な
ど
は
あ
る

筈
も
あ
る
ま
い
。
」

　
自
分
は
目
の
前
の
二
人
の
云
ひ
分
も
鈍
感
な
腹
立
し
い
も
の
に
覚
え
た
が

も
う
口
に
出
し
て
言
ひ
た
く
な
か
つ
た
。
そ
れ
に
何
分
十
分
に
通
読
し
た
わ

け
で
も
な
い
か
ら
、
何
は
と
も
あ
れ
熟
読
し
て
か
ら
と
い
ふ
つ
も
り
に
な
つ

た
。

　
山
岸
と
寺
内
と
は
互
に
太
宰
の
他
の
作
品
を
論
じ
合
つ
た
り
、
創
生
記
の
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評
判
を
批
評
し
た
り
し
て
ゐ
た
が
、
自
分
が
仲
間
に
這
入
ら
な
い
の
で
、
さ

す
が
二
雄
弁
家
も
沈
黙
勝
ち
に
い
つ
も
に
く
ら
べ
る
と
早
く
引
上
げ
て
行
つ

た
。
彼
等
が
退
去
し
た
あ
と
で
、
自
分
は
寝
室
へ
雑
誌
を
持
ち
込
ん
で
貴
重

な
視
力
を
費
し
な
が
ら
創
生
記
を
仔
細
に
吟
味
し
て
見
る
だ
け
の
労
を
惜
し

ま
な
か
つ
た
。
自
分
の
不
快
を
な
る
べ
く
は
こ
の
作
品
そ
の
も
の
に
よ
つ
て

減
少
さ
れ
た
い
と
思
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
仔
細
に
吟
味
す
る
ま
で
も
な
く
こ
の
作
品
に
は
中
条
百
合
子
の
述
べ
る
や

う
な
（
尤
も
こ
れ
も
伝
聞
だ
け
で
直
接
は
読
ま
な
い
が
）
酸
鼻
の
感
は
絶
無

で
あ
つ
た
。
何
故
か
と
い
ふ
と
中
条
百
合
子
が
重
要
視
し
て
事
実
と
思
つ
て

読
ん
だ
ら
し
い
と
こ
ろ
は
ま
る
で
作
者
の
妄
想
に
し
か
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
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る
。
太
宰
の
作
品
は
創
生
記
に
限
ら
ず
全
部
幻
想
的
と
い
ふ
よ
り
は
妄
想
的

に
出
来
て
ゐ
る
。
み
な
一
つ
の
夢
で
あ
る
。
悪
夢
で
あ
る
。
夢
の
な
か
に
真

実
を
還
元
し
て
計
算
す
る
に
は
一
定
法
則
が
あ
る
や
う
に
太
宰
の
作
品
を
読

む
に
も
一
定
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
す
べ
て
事
実

と
見
る
こ
と
は
夢
の
全
部
を
真
実
と
思
ひ
込
む
や
う
な
幼
稚
に
愚
劣
な
錯
覚

で
あ
る
。
尤
も
太
宰
は
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
妄
想
を
事
実
と
思
ひ
込
ま
せ
る

や
う
な
仕
組
み
で
書
き
上
げ
て
ゐ
る
。
そ
れ
と
も
太
宰
自
身
が
自
分
の
妄
想

を
自
分
で
真
実
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
困
つ
た
者
だ
と
自
分

が
い
ふ
の
は
主
と
し
て
こ
の
点
で
あ
る
。
事
実
を
事
実
と
し
て
知
つ
て
ゐ
る

自
分
は
、
事
実
が
太
宰
の
文
章
の
上
で
（
或
は
頭
脳
の
中
で
）
ど
れ
だ
け
歪

曲
さ
れ
て
妄
想
化
さ
れ
て
ゐ
る
か
を
明
細
に
知
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
事
実
も
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全
然
知
ら
な
い
読
者
が
、
身
辺
雑
記
　
　
事
実
そ
の
ま
ま
の
小
説
（
こ
の
拙

作
な
ど
が
そ
の
最
適
例
）
が
行
は
れ
て
ゐ
る
今
日
、
妄
想
小
説
を
も
錯
覚
に

よ
つ
て
事
実
小
説
と
早
合
点
す
る
こ
と
は
あ
り
さ
う
な
事
で
あ
る
。
恐
ら
く

太
宰
は
そ
の
逆
効
果
を
覘
つ
て
ゐ
る
も
の
ら
し
い
。
こ
の
ト
リ
ッ
ク
は
こ
の

作
で
忌
々
し
い
程
効
果
を
挙
げ
て
ゐ
る
　
　
い
や
読
者
が
進
ん
で
こ
の
わ
な

に
陥
ち
て
行
く
や
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
あ
る
。
太
宰
が
相
手
の
心
理
を
把
握

す
る
に
奇
態
な
才
能
を
抱
い
て
ゐ
る
妖
人
物
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
一
作
で
も

知
れ
る
。
し
か
し
そ
の
手
腕
を
悪
用
し
て
こ
の
男
は
創
作
の
自
由
と
い
ふ
美

し
い
仮
面
の
下
で
世
に
も
不
徳
な
事
共
を
恬
然
と
仕
出
か
し
て
ゐ
る
。
　
　

自
分
の
憤
懣
は
偏
に
そ
れ
に
懸
つ
て
ゐ
る
。
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創
生
記
は
作
の
倫
理
性
を
暫
く
無
視
す
る
と
す
れ
ば
面
白
く
出
来
て
ゐ
る

と
言
つ
て
も
よ
か
ら
う
。
こ
の
作
が
も
し
ゴ
シ
ッ
プ
的
興
味
以
外
に
純
然
た

る
感
興
的
な
作
品
と
し
て
成
功
し
た
も
の
と
噂
さ
れ
て
ゐ
る
な
ら
自
分
は
こ

れ
に
も
賛
成
し
て
い
い
。
才
能
あ
る
作
者
の
才
能
を
示
し
た
作
に
相
違
な
い
。

自
分
の
言
ひ
た
い
の
は
そ
の
才
能
と
同
時
に
作
者
が
彼
の
不
誠
実
な
性
情
を

二
重
三
重
に
も
複
雑
に
表
示
し
て
ゐ
る
の
を
最
も
酸
鼻
に
堪
へ
ぬ
思
ひ
で
見

る
者
で
あ
る
。
　
　
こ
の
作
者
は
い
か
に
も
業
（
ご
ふ
）
の
深
い
男
に
思
は

れ
る
の
で
あ
る
。
自
分
は
彼
の
芸
術
の
業
の
深
さ
を
讃
歎
す
る
者
で
あ
る
。

こ
れ
は
お
嬢
さ
ん
育
ち
で
女
学
校
の
作
文
が
そ
の
ま
ま
名
門
の
令
嬢
た
る
特

権
で
世
に
迎
へ
ら
れ
る
や
う
な
幸
福
を
さ
う
し
て
一
度
そ
の
事
を
反
省
す
る

と
自
ら
の
特
権
を
自
ら
呪
咀
し
て
左
翼
の
論
理
に
拝
跪
す
る
善
良
無
比
な
お
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嬢
さ
ん
気
質
で
は
、
せ
い
ぜ
い
そ
の
ト
リ
ッ
ク
に
迷
は
さ
れ
て
酸
鼻
が
る
程

度
以
上
に
真
の
酸
鼻
を
味
到
す
る
に
至
ら
な
い
の
も
を
さ
を
さ
無
理
で
は
な

い
と
思
ふ
。

　
僕
は
今
太
宰
治
を
異
常
に
憎
悪
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
同
時
に
彼
の
無
比
な

才
能
を
讃
歎
し
て
ゐ
る
。
こ
の
矛
盾
が
自
分
の
こ
の
作
を
す
る
動
機
で
あ
る
。

単
な
る
憎
悪
だ
け
で
あ
つ
た
ら
自
分
は
笑
つ
て
彼
を
唾
棄
し
た
で
あ
ら
う
。

事
は
甚
だ
単
純
で
よ
か
つ
た
で
あ
ら
う
に
。

　
以
前
に
も
中
条
百
合
子
の
如
く
彼
の
ト
リ
ッ
ク
に
迷
は
さ
れ
、
佐
藤
春
夫

の
如
く
彼
の
業
の
深
さ
に
魅
せ
ら
れ
た
一
女
性
が
あ
つ
て
彼
と
情
死
を
謀
つ

た
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
記
録
が
（
ど
こ
ま
で
真
実
で
ど
こ
ま
で
が
妄
想
で
あ
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る
か
、
或
は
そ
の
妄
想
の
な
か
に
何
パ
ア
セ
ン
ト
の
真
実
や
誠
意
が
あ
る
か

は
改
め
て
分
析
す
る
と
し
て
）
、
彼
の
代
表
作
と
自
分
の
目
し
て
ゐ
る
道
化

の
華
で
あ
る
。
自
分
が
第
一
回
芥
川
賞
候
補
と
し
て
推
挙
し
た
の
は
実
に
こ

の
作
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
自
分
と
太
宰
と
の
好
も
し
か
ら
ぬ
因
縁
が
結

ば
れ
た
。
恐
ら
く
は
僕
自
身
も
亦
、
彼
と
相
距
る
遠
く
な
い
程
業
の
深
い
人

間
で
、
阿
修
羅
が
阿
修
羅
を
知
る
が
如
く
に
彼
を
認
め
た
の
で
あ
つ
た
か
も

知
れ
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
太
宰
が
創
生
記
の
序
節
で
婦
人
雑
誌
の
座
談
会
記
事
の
な
か

か
ら
発
見
し
て
紹
介
し
て
ゐ
る
潜
水
夫
が
海
底
に
沈
ん
で
ゐ
る
女
を
発
見
す

る
異
様
に
幻
想
的
な
あ
の
作
全
体
を
幻
想
化
す
る
だ
け
の
用
意
を
示
し
て
ゐ

る
部
分
、
（
太
宰
に
言
は
せ
た
ら
既
に
あ
の
部
分
で
読
者
を
す
つ
か
り
幻
想
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の
世
界
に
誘
導
し
て
ゐ
る
以
上
、
後
の
芥
川
賞
に
関
す
る
部
分
の
妄
想
な
る

事
は
断
る
必
要
が
な
い
と
逃
げ
る
か
も
知
れ
な
い
。
勝
手
に
し
ろ
）
あ
の
海

底
の
場
面
に
し
ろ
太
宰
が
か
つ
て
蛤
に
な
ら
ん
と
す
る
雀
の
如
く
海
に
入
つ

て
、
彼
の
情
婦
だ
け
は
海
底
に
沈
み
、
彼
ひ
と
り
は
荒
磯
に
打
ち
上
げ
ら
れ

て
発
見
さ
れ
た
と
い
ふ
事
実
を
知
つ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
彼
が
潜
水
夫
の
所
見

に
深
く
心
を
動
か
す
所
以
も
自
然
と
了
解
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
か
の
潜
水
夫

の
所
見
は
実
に
太
宰
の
心
理
風
景
に
外
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
か
の
潜
水
夫

さ
へ
或
は
太
宰
自
身
で
は
な
い
か
ど
う
か
を
自
分
は
知
ら
な
い
。

　
太
宰
は
そ
の
情
婦
の
あ
と
を
追
う
て
入
水
す
る
代
り
に
、
薬
剤
の
慰
安
を

求
め
て
遂
に
そ
の
中
毒
症
を
生
じ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
（
こ
れ
は
僕
自

身
の
妄
想
で
事
実
か
ら
は
遠
い
か
も
知
れ
な
い
）
一
節
の
序
を
読
む
た
め
に
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も
こ
れ
だ
け
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
彼
の
一
作
の
正
当
な
読
み
方
の
た
め

に
は
あ
の
作
以
上
な
評
釈
書
が
必
要
な
わ
け
で
あ
ら
う
。
自
分
は
そ
の
う
ち

の
ほ
ん
の
自
分
の
名
前
の
出
る
前
後
の
あ
た
り
を
評
釈
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

「
道
化
の
華
」
は
自
分
の
推
挙
に
も
拘
は
ら
ず
、
当
時
の
予
選
者
た
る
瀧
井

川
端
両
氏
か
ら
無
視
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
理
由
な
く
無
視
さ
れ
た
の
で
は
な

い
。
両
氏
は
そ
の
芸
術
信
条
に
原
づ
い
て
道
化
の
華
の
如
き
頽
廃
的
な
幻
想

の
仮
面
に
よ
ら
な
け
れ
ば
伝
へ
ら
れ
な
い
や
う
な
ひ
ね
く
れ
た
真
実
の
取
扱

ひ
よ
り
も
も
つ
と
直
接
に
素
直
な
単
純
な
も
の
を
好
し
と
し
た
の
で
あ
ら
う
。

「
道
化
の
華
」
に
比
べ
た
ら
ま
る
で
採
る
に
も
足
ら
ぬ
と
思
は
れ
る
小
品
を

候
補
作
品
に
選
定
し
た
。
こ
れ
等
、
事
の
経
緯
は
別
に
第
一
回
芥
川
賞
詮
衡
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記
に
詳
し
い
か
ら
就
い
て
見
ら
れ
る
が
よ
い
。
但
、
記
事
に
或
は
な
い
か
と

思
は
れ
る
が
、
自
分
が
力
作
を
捨
て
て
小
品
を
採
る
事
の
不
可
を
述
べ
た
の

に
対
し
て
瀧
井
氏
は
川
端
氏
と
も
協
議
し
た
と
説
明
し
、
従
つ
て
川
端
氏
も

一
応
の
説
明
が
あ
つ
て
、
太
宰
治
の
才
能
の
あ
る
作
家
で
あ
る
こ
と
は
疑
は

な
い
が
、
生
活
が
好
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
事
を
言
つ
て
ゐ
た
。
瀧

井
氏
の
方
は
忘
れ
た
が
川
端
氏
の
言
の
方
は
記
事
も
あ
つ
て
太
宰
は
憤
然
と

し
て
川
端
氏
に
テ
リ
ヤ
を
愛
玩
し
た
り
、
を
ど
り
子
を
見
て
ま
は
つ
た
り
し

て
ゐ
る
の
が
い
い
生
活
か
と
い
ふ
風
な
言
ひ
草
を
躍
鬼
に
な
つ
て
書
い
て
ゐ

た
の
を
覚
え
て
ゐ
る
か
ら
こ
れ
等
相
方
の
申
分
も
文
献
は
あ
ら
う
。
自
分
の

言
ひ
た
い
と
こ
ろ
は
唯
第
一
回
芥
川
賞
で
、
太
宰
は
候
補
に
挙
が
つ
た
が
石

川
氏
の
当
選
に
よ
つ
て
太
宰
は
遂
に
落
選
に
な
つ
た
周
知
の
如
き
事
実
で
あ
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る
。
人
、
衆
人
は
知
る
ま
い
が
、
太
宰
は
な
ま
な
か
候
補
に
な
つ
て
当
選
し

な
か
つ
た
と
い
ふ
事
実
を
恰
も
恥
を
与
へ
ら
れ
た
か
の
や
う
に
感
じ
て
ゐ
る

ら
し
い
と
い
ふ
奇
妙
な
事
実
で
あ
る
。
我
儘
な
人
間
に
と
つ
て
は
事
の
如
何

に
拘
は
ら
ず
思
ひ
通
り
に
な
ら
な
か
つ
た
と
い
ふ
ほ
ど
心
外
な
も
の
は
な
い
。

太
宰
は
一
度
候
補
に
な
つ
た
ば
か
り
に
ど
う
し
て
も
一
度
は
賞
を
獲
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
執
着
し
は
じ
め
た
も
の
ら
し
い
。
芥
川
賞
の
当
選
せ
ぬ
候

補
に
な
つ
た
事
は
彼
に
と
つ
て
は
決
し
て
彼
の
名
誉
で
は
な
く
、
重
大
な
不

名
誉
で
も
あ
つ
た
と
見
え
る
。
彼
が
常
人
と
も
の
の
受
取
方
の
違
ふ
の
は
こ

ん
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
彼
の
並
々
な
ら
ぬ
我
儘
と
も
虚
栄
心
と
も

推
測
出
来
る
。
当
選
は
せ
ず
と
も
候
補
に
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
直
接
或
は
間

接
に
名
誉
と
利
益
と
を
得
て
ゐ
る
筈
だ
か
ら
そ
れ
で
も
幾
分
満
足
し
て
置
い
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て
い
い
と
い
ふ
の
が
常
人
の
考
へ
方
で
あ
ら
う
が
、
太
宰
は
そ
ん
な
余
裕
の

あ
る
考
へ
方
は
出
来
な
い
ら
し
い
。
候
補
に
な
つ
た
の
を
人
前
へ
恥
を
か
か

さ
れ
る
た
め
に
引
つ
ぱ
り
出
さ
れ
た
や
う
に
感
じ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。

非
常
に
贅
沢
な
被
害
妄
想
で
あ
る
。
余
事
は
さ
て
お
い
て
自
分
は
今
に
し
て

そ
の
当
時
川
端
が
太
宰
を
評
し
て
才
あ
り
て
徳
な
し
と
い
ふ
風
に
断
じ
た
眼

識
に
服
す
る
事
日
一
日
と
深
く
な
る
こ
と
を
告
白
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
自
分
は
太
宰
と
い
ふ
人
物
が
ど
れ
ほ
ど
主
観
的
で
我
儘
な
性
格
か
と
い
ふ

一
例
を
、
伝
聞
の
ま
ま
で
は
あ
る
が
こ
こ
で
紹
介
し
て
置
き
た
い
。
彼
は
一

旦
投
函
し
て
し
ま
つ
た
書
状
の
な
か
に
、
気
に
入
ら
な
い
文
句
の
あ
つ
た
の

を
思
ひ
出
し
た
と
い
ふ
の
で
、
こ
れ
を
取
り
返
す
た
め
に
ポ
ス
ト
の
前
に
立
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ち
つ
く
し
て
、
集
配
人
の
来
か
か
る
の
を
待
ち
受
け
て
論
争
の
上
こ
れ
を
奪

ひ
返
し
て
し
ま
ふ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
光
景
を
直
接
見
て
ゐ
た
と
い
ふ

人
が
話
し
た
の
を
自
分
は
ま
た
聞
き
し
て
い
か
に
も
太
宰
ら
し
い
と
思
つ
た
。

俺
の
も
の
を
俺
が
取
り
戻
す
だ
け
の
事
だ
。
俺
の
手
紙
に
間
違
ひ
が
な
い
以

上
返
し
て
差
支
あ
る
ま
い
。
と
い
き
ま
く
太
宰
は
こ
れ
を
自
分
の
感
情
に
忠

実
な
一
言
半
句
を
も
疎
に
せ
ぬ
所
以
と
信
じ
て
、
そ
れ
が
集
配
人
に
と
つ
て

ど
れ
ほ
ど
迷
惑
で
あ
り
公
共
の
生
活
を
ど
れ
ほ
ど
妨
害
す
る
も
の
か
な
ど
は

考
へ
て
も
見
な
い
で
あ
ら
う
。
田
舎
で
は
始
終
や
つ
て
ゐ
た
事
だ
か
ら
、
今

こ
こ
で
出
来
な
い
と
い
ふ
理
由
は
な
い
と
思
ふ
の
か
も
知
れ
な
い
。
彼
の
家

は
地
方
有
数
の
富
豪
で
有
力
な
名
門
で
あ
る
か
ら
村
の
郵
便
集
配
人
な
ど
は

家
の
下
僕
同
様
に
心
得
て
も
ゐ
た
ら
う
し
、
集
配
人
も
謹
ん
で
仰
せ
に
従
つ
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た
か
も
知
れ
な
い
。
抑
も
富
貴
の
家
に
生
れ
る
さ
へ
人
生
の
不
幸
で
あ
る
の

に
、
少
年
に
し
て
文
名
を
謳
は
れ
る
の
は
こ
れ
亦
決
し
て
人
生
の
幸
福
で
は

あ
る
ま
い
。
尚
い
や
が
上
に
も
彼
に
同
情
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
条
件
に
は

決
し
て
事
欠
か
な
い
　
　
彼
は
ど
う
い
ふ
わ
け
か
、
生
れ
落
ち
る
と
実
母
は

健
在
で
あ
り
な
が
ら
実
母
の
手
か
ら
全
く
放
れ
て
祖
母
の
手
で
養
育
さ
れ
、

そ
れ
ば
か
り
か
若
年
で
父
の
頓
死
に
遭
つ
た
と
い
ふ
。
皆
彼
の
性
情
を
歪
曲

し
我
儘
を
増
長
さ
せ
る
に
好
適
な
状
態
で
あ
つ
た
ら
う
。
こ
の
坊
つ
ち
や
ん

は
高
等
学
校
へ
入
学
す
る
と
早
速
左
翼
の
思
想
に
感
染
し
て
、
自
家
の
小
作

人
た
ち
を
自
覚
さ
せ
る
に
努
力
し
た
も
の
ら
し
い
。
さ
う
し
て
高
等
学
校
を

出
る
か
出
な
い
に
、
何
時
ど
う
し
て
ど
こ
で
ど
ん
な
相
手
を
見
つ
け
て
情
死

を
試
み
た
や
ら
、
自
分
は
そ
れ
を
彼
の
小
説
道
化
の
華
で
見
る
以
外
に
は
知

32或る文学青年像



ら
な
い
し
太
宰
治
伝
を
執
筆
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
今
日
は
省
略
す
る
方
が

あ
た
り
ま
へ
で
あ
ら
う
。

　
太
宰
が
山
岸
に
伴
れ
ら
れ
て
自
分
の
所
に
は
じ
め
て
来
た
の
は
第
一
回
の

芥
川
賞
の
決
定
を
見
た
後
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
で
あ
つ
た
ら
う
と
覚
え
て

ゐ
る
。
山
岸
が
太
宰
の
中
毒
症
を
心
配
し
て
ゐ
た
し
、
井
伏
も
太
宰
が
自
分

の
と
こ
ろ
へ
来
た
と
知
る
と
先
づ
中
毒
症
の
話
を
し
て
、
パ
ピ
ナ
ー
ル
を
や

め
さ
せ
る
方
法
を
講
じ
た
い
と
言
つ
た
。
余
計
な
お
世
話
の
や
う
に
は
思
つ

た
が
井
伏
や
山
岸
の
本
気
な
憂
慮
と
太
宰
の
才
能
を
愛
惜
す
る
心
持
と
で
自

分
は
井
伏
や
山
岸
の
相
談
に
乗
つ
た
。
と
い
ふ
の
は
自
分
に
は
幸
に
医
者
に

な
つ
て
ゐ
る
弟
が
ゐ
る
か
ら
こ
れ
に
相
談
さ
へ
す
れ
ば
わ
け
の
な
い
事
で
あ
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つ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
の
面
倒
が
伴
ふ
も
の
で
あ
つ
た
ら
十
中
八
九
、

自
分
は
あ
の
相
談
は
あ
つ
さ
り
聞
き
流
し
て
し
ま
つ
た
ら
う
。
弟
の
話
で
彼

を
病
院
へ
入
院
さ
せ
た
。
そ
れ
が
有
料
患
者
で
医
員
の
家
族
と
し
て
入
院
し

た
の
だ
か
ら
科
は
異
ふ
が
、
今
ま
で
二
三
の
人
も
入
院
し
て
誰
一
人
不
満
を

い
ふ
人
も
な
か
つ
た
の
に
、
太
宰
は
毎
日
不
平
満
満
の
は
が
き
で
、
弟
か
ら

聞
く
と
太
宰
が
不
満
な
以
上
に
病
院
で
は
主
治
の
医
員
か
ら
看
護
婦
や
炊
事

婦
ま
で
大
ぶ
ん
手
こ
ず
つ
て
ゐ
る
ら
し
い
有
様
を
聞
い
て
自
分
は
別
に
頼
ま

れ
も
せ
ぬ
世
話
を
焼
い
て
つ
ま
ら
ぬ
事
を
し
た
と
後
悔
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。

そ
れ
で
も
我
慢
が
な
ら
ぬ
か
ら
今
に
も
脱
出
す
る
や
う
な
は
が
き
を
二
三
度

も
よ
こ
し
た
が
最
後
ま
で
と
も
か
く
病
院
に
ゐ
て
中
毒
性
は
全
治
し
た
ら
し

か
つ
た
。
「
と﹅
も﹅
か
く
」
と
か
「
ら
し
い
」
と
か
と
か
く
あ
い
ま
い
な
言
葉
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の
多
い
の
は
、
病
院
内
で
の
行
動
や
、
そ
の
間
の
小
使
銭
の
使
ひ
方
な
ど
を

あ
れ
こ
れ
考
へ
合
し
て
見
る
と
、
病
院
か
ら
時
折
こ
つ
そ
り
脱
出
し
て
ひ
と

り
で
薬
を
注
入
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
節
が
二
三
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
は
今
は
も
う
ど
ち
ら
で
も
い
い
。
と
い
ふ
の
は
そ
の
後

度
々
の
警
告
と
彼
の
誓
句
と
に
も
不
拘
、
近
ご
ろ
は
ま
た
は
じ
ま
つ
て
ゐ
る

事
実
が
明
ら
か
に
な
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
の
特
色
の
あ
る
文
学
も
そ
の
不

徳
も
或
は
皆
中
毒
症
の
作
用
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
さ
う
な
ら
ば
一
ば
ん
簡

単
に
解
釈
が
つ
く
。
彼
の
芸
術
や
行
為
の
問
題
は
別
と
し
て
そ
の
経
済
状
態

は
疑
ふ
ま
で
も
な
く
薬
品
の
購
入
の
た
め
困
難
に
陥
入
る
の
で
あ
る
。

　
季
節
相
応
の
服
装
は
全
く
別
に
調
達
し
て
あ
て
が
は
れ
る
上
に
月
々
小
百

円
の
仕
送
り
を
受
け
て
、
夫
婦
き
り
で
東
京
の
近
郊
に
二
十
五
円
に
足
ら
ぬ
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家
賃
の
家
で
生
活
し
て
ゐ
る
彼
が
、
酒
色
に
溺
れ
る
様
子
も
な
く
、
時
折
は

小
額
に
し
ろ
自
分
の
不
意
の
収
入
さ
へ
あ
る
の
に
、
い
つ
も
不
自
由
を
訴
へ

て
不
義
理
に
近
い
金
を
借
り
に
歩
い
て
ゐ
る
の
も
、
不
可
解
な
現
象
で
あ
る
。

彼
が
必
要
を
訴
へ
る
金
額
の
単
位
が
き
ま
つ
て
二
十
円
と
い
ふ
の
も
意
味
が

あ
る
ら
し
い
の
に
、
自
分
に
は
一
向
わ
か
ら
な
い
。
彼
の
私
生
活
を
報
告
す

る
の
が
目
的
で
な
い
か
ら
、
こ
れ
も
判
ら
な
い
事
は
判
ら
な
い
ま
ま
で
差
支

な
か
ら
う
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
し
て
置
き
た
い
の
は
、
既
に
家
を
成
し
て
ゐ

る
男
一
匹
が
、
た
と
ひ
千
金
の
子
で
あ
ら
う
と
も
家
兄
か
ら
、
月
々
相
応
な

金
額
の
仕
送
り
を
受
け
て
ゐ
る
以
上
、
彼
は
一
族
か
ら
そ
れ
だ
け
の
義
務
を

負
う
て
ゐ
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
彼
が
一
日
も
早
く
一
人
前
の
作
家
の
や
う

な
体
面
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
せ
る
理
由
は
こ
の
点
に
あ
ら
う
。
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よ
く
あ
る
奴
で
あ
る
。
出
が
人
の
口
の
う
る
さ
い
地
方
の
名
門
な
ど
と
な
る

と
こ
の
点
が
最
も
厄
介
だ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
想
像
し
て
同
情
す
る
に
余
あ

る
も
の
で
あ
る
。
彼
が
一
朝
、
せ
め
て
芥
川
賞
で
も
獲
た
な
ら
ば
こ
の
義
務

を
果
し
得
た
事
に
は
な
る
の
で
あ
ら
う
。
こ
れ
も
わ
か
つ
て
ゐ
る
　
　
女
学

校
を
出
る
と
す
ぐ
さ
ま
知
ら
ぬ
ま
に
、
天
才
作
家
に
な
つ
て
ゐ
る
や
う
な
奇

蹟
的
に
有
難
い
身
の
上
で
な
い
限
り
は
。
さ
う
し
て
創
生
記
に
若
し
酸
鼻
を

感
ず
べ
き
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
こ
の
太
宰
の
家
庭
に
負
へ
る
義

務
と
い
ふ
一
事
で
あ
ら
う
。
名
門
の
名
よ
鬼
に
で
も
喰
は
れ
ろ
。

　
こ
の
事
は
芥
川
賞
の
第
二
回
の
詮
衡
の
時
に
も
幾
分
そ
の
兆
を
現
は
し
て

自
分
を
悩
ま
し
て
ゐ
た
が
、
第
二
回
の
授
賞
者
無
し
で
す
ん
だ
時
に
は
、
自
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分
は
救
は
れ
た
や
う
な
気
が
し
た
。
し
か
し
直
ぐ
第
三
回
の
時
期
に
な
つ
て

自
分
は
全
く
や
り
切
れ
な
く
な
つ
た
。
太
宰
か
ら
の
日
文
夜
文
は
或
は
数
枚

つ
づ
き
の
は
が
き
或
は
巻
紙
一
枚
を
書
き
つ
ぶ
し
た
も
の
、
し
ま
ひ
に
は
手

に
取
り
上
げ
て
見
る
の
も
忌
は
し
い
気
持
で
あ
つ
た
。
一
途
と
い
へ
ば
一
途

な
、
し
か
し
自
尊
心
も
思
慮
も
ま
る
で
あ
つ
た
も
の
で
は
な
い
泣
訴
状
が
芥

川
賞
を
貰
つ
て
く
れ
と
自
分
を
せ
め
立
て
る
の
で
あ
つ
た
。
橋
の
畔
で
乞
食

か
ら
袂
を
握
ら
れ
て
も
か
う
不
快
な
思
ひ
は
し
な
い
で
あ
ら
う
と
思
ふ
ほ
ど
、

不
便
や
ら
、
を
か
し
い
や
ら
、
腹
立
し
い
や
ら
彼
の
中
毒
症
が
自
分
の
神
経

衰
弱
に
な
つ
て
伝
染
し
さ
う
な
気
が
し
た
が
、
そ
の
文
脈
の
辿
々
し
さ
や
、

主
観
の
氾
濫
、
意
識
の
混
乱
、
矜
持
の
喪
失
、
は
全
く
言
語
道
断
で
あ
つ
た
。

そ
れ
等
の
手
紙
は
み
な
今
現
に
自
分
の
手
篋
に
あ
る
。
一
々
引
例
す
る
こ
と
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も
出
来
る
が
、
読
者
の
煩
に
堪
へ
な
い
で
あ
ら
う
し
、
徒
ら
に
好
奇
心
の
満

足
の
た
め
に
提
供
す
る
の
も
不
本
意
で
あ
る
か
ら
、
今
は
示
さ
な
い
。
そ
れ

で
も
自
分
が
決
し
て
表
現
を
誇
張
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
例
証
位
は
か
う
言
ひ

出
す
限
り
発
表
す
る
義
務
が
あ
り
さ
う
に
思
ふ
。
手
当
り
次
第
に
一
通
の
手

紙
を
ひ
ろ
げ
て
み
る
と
早
速
こ
ん
な
文
句
が
目
に
つ
く
　
　
「
第
二
回
の
芥

川
賞
は
私
に
下
さ
い
ま
す
る
や
う
伏
し
て
懇
願
申
し
あ
げ
ま
す
…
…
御
恩
は

忘
却
し
ま
せ
ぬ
…
…
」
こ
れ
は
第
二
回
の
時
の
も
の
で
あ
つ
た
。
も
つ
と
適

切
な
の
が
第
三
回
に
あ
つ
た
筈
だ
が
、
長
い
そ
れ
も
決
し
て
愉
快
で
な
い
手

紙
を
も
う
一
度
、
い
く
つ
も
読
み
か
へ
す
の
は
閉
口
だ
か
ら
必
要
が
生
じ
る

ま
で
は
文
献
の
披
瀝
は
や
め
て
置
か
う
。
人
間
が
人
間
か
ら
神
に
祈
願
す
る

が
如
く
懇
願
さ
れ
る
と
い
ふ
の
は
苦
し
い
不
快
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
い

39



く
ら
何
と
言
は
れ
た
つ
て
芥
川
賞
は
私
の
小
使
銭
で
は
な
い
の
だ
。

　
創
生
記
に
憑
る
と
私
が
太
宰
に
芥
川
賞
が
欲
し
い
か
ど
う
か
を
問
ふ
た
め

に
、
「
ハ
ナ
シ
ア
ル
ス
グ
コ
イ
」
と
電
報
で
彼
を
呼
び
出
し
た
事
が
あ
る
と

や
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
呼
び
出
さ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
程
ぼ
ん
や
り
太
宰
が
芥

川
賞
を
欲
し
が
つ
て
ゐ
た
か
ど
う
か
、
太
宰
自
身
は
も
う
忘
れ
て
し
ま
つ
て

ゐ
る
ら
し
い
。
尤
も
「
ハ
ナ
シ
ア
ル
ス
グ
コ
イ
」
と
電
報
で
彼
を
呼
び
つ
け

た
事
は
確
か
に
あ
つ
た
。
思
ふ
に
そ
の
電
報
を
見
た
一
瞬
太
宰
は
芥
川
賞
が

い
よ
い
よ
貰
へ
る
の
だ
な
と
心
を
と
き
め
か
し
た
こ
と
か
ら
妄
想
は
端
を
発

し
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
し
て
も
自
分
の
呼
び
出
し
は
全
く
別
の
話

で
、
太
宰
自
身
も
そ
の
時
そ
の
件
は
す
ぐ
思
ひ
当
つ
た
と
見
え
て
、
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ハ
イ
ス
グ
マ
イ
リ
マ
ス
シ
カ
ツ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ

　
と
、
彼
の
面
目
を
躍
如
た
ら
し
め
た
返
電
を
よ
こ
し
て
ゐ
る
。
尤
も
こ
の

電
報
は
事
件
の
関
係
者
に
渡
し
た
か
ら
今
は
手
も
と
に
な
い
。
多
分
富
沢
有

為
男
か
東
陽
編
輯
室
が
今
も
持
つ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
何
故
そ
れ
が
そ
ん
な

と
こ
ろ
に
行
つ
て
ゐ
る
か
今
に
明
白
に
な
る
。

　
喉
か
ら
手
の
出
る
芥
川
賞
を
受
け
る
の
に
五
六
分
、
考
へ
て
か
ら
返
事
を

す
る
太
宰
か
ど
う
か
。
こ
の
男
、
他
人
に
関
し
て
な
ら
ど
こ
ま
で
も
漫
画
風

な
取
扱
で
片
づ
け
る
が
、
事
一
度
自
分
の
事
に
な
る
と
、
す
ぐ
大
げ
さ
に

「
生
命
か
け
て
の
誠
実
」
な
ど
と
出
る
。
最
も
下
賤
な
た
し
な
み
だ
。
一
度

レ
ン
ズ
を
取
か
へ
て
「
生
命
か
け
て
の
誠
実
」
の
方
で
他
人
を
見
て
、
鳥
羽

41



僧
正
流
に
自
分
を
凝
視
し
て
見
る
こ
と
を
勧
告
す
る
。
尤
も
な
か
な
か
む
つ

か
し
い
修
行
で
は
あ
る
。
せ
め
て
は
自
己
宣
伝
用
の
「
生
命
か
け
て
の
誠
実
」

の
看
板
位
は
ひ
つ
こ
め
た
ら
ど
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
知
ら
。

　
何
に
し
ろ
太
宰
を
呼
び
つ
け
て
、
自
分
の
力
で
左
右
す
べ
き
筈
も
な
い
芥

川
賞
を
貰
つ
て
や
ら
う
か
な
ど
と
匂
は
せ
た
と
か
い
ふ
太
宰
の
妄
想
の
な
か

の
佐
藤
春
夫
の
や
う
な
人
物
は
、
た
と
ひ
妄
想
で
も
何
で
も
僕
と
同
じ
や
う

な
名
前
だ
け
に
我
慢
の
な
ら
な
い
代
物
で
あ
る
。
ポ
ウ
の
ウ
　

 

ヰ
リ
ヤ
ム
・
ウ

　

 

ヰ
ル
ス
ン
ま
が
ひ
に
一
つ
こ
の
同
名
の
人
物
と
決
闘
を
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
尤
も
太
宰
に
芥
川
賞
な
ど
に
執
着
す
る
こ
と
の
愚
を
説
い
て
第
三
回
の
授

賞
も
期
待
す
る
な
と
宣
告
し
た
事
実
は
あ
る
。
彼
の
懇
願
を
温
和
に
拒
断
し

た
心
組
で
あ
つ
た
。
こ
れ
が
彼
に
あ
ん
な
妄
想
を
抱
か
せ
る
と
し
た
ら
以
後
、

42或る文学青年像



あ
の
男
と
は
第
三
者
を
交
へ
ず
に
は
対
話
も
出
来
な
い
と
不
安
心
で
あ
る
。

　
第
三
回
芥
川
賞
決
定
の
期
が
そ
ろ
そ
ろ
近
づ
い
て
日
文
夜
文
に
悩
ま
さ
れ

る
こ
ろ
、
太
宰
は
手
紙
の
外
に
三
日
に
あ
げ
ず
自
分
の
門
を
敲
い
た
。
自
分

が
芥
川
賞
を
決
定
す
る
力
が
あ
る
や
う
に
思
ふ
彼
の
認
識
も
を
か
し
な
も
の

で
あ
る
。
と
い
ふ
の
は
こ
の
反
対
の
実
例
が
第
一
回
に
き
つ
ぱ
り
事
実
上
の

結
果
に
な
つ
て
眼
前
に
現
は
れ
て
ゐ
る
の
を
彼
は
何
人
よ
り
も
明
瞭
に
見
た

筈
で
は
な
い
か
。
こ
の
認
識
も
滑
稽
千
万
で
あ
る
が
、
更
に
頻
繁
な
手
紙
や

訪
問
な
ど
の
懇
願
が
、
自
分
を
動
か
す
の
に
有
力
だ
と
考
へ
る
彼
の
神
経
も

見
か
け
に
よ
ら
ず
稀
代
の
鈍
感
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
た
と
ひ
自
分
の
反

感
を
誘
ふ
か
と
言
つ
て
も
効
果
が
挙
が
ら
う
な
ど
と
考
へ
る
の
は
自
分
の
為
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人
を
理
解
せ
ぬ
こ
と
夥
し
い
。
自
分
は
自
分
の
一
族
や
知
人
を
賞
讃
す
る
時

に
赤
面
す
る
人
種
で
あ
る
。
こ
ん
な
時
代
遅
れ
な
無
用
の
長
物
を
心
裡
に
持

つ
た
東
洋
人
は
自
他
と
も
に
厄
介
で
あ
る
。

　
訪
ね
て
来
て
対
談
し
て
ゐ
る
と
彼
も
さ
す
が
に
手
紙
の
文
句
の
や
う
な
さ

も
し
い
様
子
を
見
せ
な
い
。
手
紙
よ
り
訪
問
の
方
が
ま
だ
始
末
が
い
い
と
思

つ
て
ゐ
る
と
、
六
月
初
旬
（
か
と
覚
え
て
ゐ
る
）
の
或
一
日
、
悄
然
と
し
て
、

自
分
の
ベ
ラ
ン
ダ
の
椅
子
に
腰
を
お
ろ
し
た
。

　
風
通
し
の
い
い
芭
蕉
の
葉
に
近
い
席
に
自
分
が
彼
を
自
分
の
向
う
に
迎
へ

よ
う
と
用
意
し
て
ゐ
る
の
に
、
彼
は
何
故
か
ひ
と
り
遠
く
片
隅
の
方
へ
す
く

み
込
ん
で
し
ま
つ
た
。
す
ね
た
様
子
で
あ
る
。
自
分
が
話
し
か
け
て
も
答
へ
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よ
う
と
も
し
な
い
。

　
お
茶
を
運
ん
で
来
た
家
内
の
目
に
も
太
宰
の
様
子
が
奇
異
に
見
え
た
に
相

違
な
い
。

「
太
宰
さ
ん
、
ど
う
か
な
さ
い
ま
し
た
か
。
何
だ
か
少
し
元
気
が
な
い
や
う

ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
。
」

　
彼
女
が
さ
う
言
ひ
も
終
ら
ぬ
う
ち
に
、
太
宰
は
言
葉
も
な
く
さ
め
ざ
め
と

泣
き
は
じ
め
て
前
の
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
俯
伏
し
て
し
ま
つ
た
。
家
内
は
自
分

の
せ
ゐ
で
で
も
あ
つ
た
か
の
や
う
に
驚
き
う
ろ
た
へ
な
が
ら
、
持
つ
て
来
た

お
茶
を
そ
こ
に
置
く
こ
と
さ
へ
出
来
な
い
で
、
あ
つ
気
に
と
ら
れ
て
引
返
し

て
し
ま
つ
た
。
何
が
何
や
ら
判
ら
な
か
つ
た
の
で
困
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
尤
も
自
分
に
は
そ
の
意
味
が
殆
ん
ど
判
つ
て
ゐ
た
。
と
い
ふ
の
は
、
彼
は
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自
分
の
前
の
椅
子
を
避
け
て
片
隅
へ
歩
み
去
る
前
に
懐
中
か
ら
一
束
の
原
稿

を
取
出
し
な
が
ら

「
原
稿
突
返
さ
れ
ち
や
つ
た
。
」

　
と
虚
勢
を
張
つ
て
呟
い
て
ゐ
た
の
を
聞
い
て
ゐ
た
し
、
そ
の
前
日
も
文
芸

春
秋
社
へ
先
日
送
り
つ
け
て
置
い
た
原
稿
の
採
否
の
返
事
を
聞
き
に
行
つ
て

要
領
を
得
た
返
事
を
聞
け
な
い
で
明
日
も
う
一
日
行
つ
て
見
る
と
自
分
の
所

へ
立
ち
寄
つ
て
ゐ
た
の
で
自
分
に
は
あ
ら
方
の
事
情
は
判
つ
て
ゐ
た
。
し
か

し
自
分
と
し
て
も
こ
の
場
合
別
に
方
法
も
な
い
か
ら
彼
の
泣
く
に
ま
か
せ
て

黙
つ
て
見
て
ゐ
た
。
彼
は
そ
の
原
稿
の
束
を
握
つ
た
片
手
の
肘
の
な
か
へ
顔

を
か
く
し
て
、
卓
上
に
倚
り
か
か
つ
て
し
ば
ら
く
泣
い
て
ゐ
た
が
五
分
ば
か

り
で
泣
き
や
ん
だ
。
ま
だ
扉
の
か
げ
あ
た
り
に
ゐ
た
ら
し
い
家
内
が
お
茶
の
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道
具
を
捧
げ
た
ま
ま
で
ま
ご
ま
ご
し
て
ゐ
る
の
を
自
分
は
行
つ
て
お
茶
を
受

け
取
つ
て
来
て
や
り
な
が
ら

「
文
芸
春
秋
で
原
稿
を
返
さ
れ
て
来
た
と
い
ふ
の
だ
。
」

　
と
説
明
し
て
お
盆
と
お
菓
子
と
を
持
つ
て
、
お
茶
の
一
つ
を
太
宰
の
卓
の

前
へ
置
い
て
、
お
菓
子
は
自
分
の
方
へ
持
つ
て
来
て
し
ま
つ
た
。
さ
う
し
て

幾
分
気
色
の
直
つ
た
ら
し
い
彼
に
、

「
そ
の
お
茶
を
持
つ
て
こ
つ
ち
の
方
へ
来
た
ま
へ
。
」

　
と
呼
び
か
け
た
。

　
彼
は
懐
へ
原
稿
束
を
ね
ぢ
込
み
直
し
な
が
ら
立
ち
上
つ
て
茶
托
の
ふ
ち
を

持
つ
と
自
分
の
方
へ
来
て
腰
を
お
ろ
し
た
。

「
原
稿
を
返
さ
れ
た
つ
て
、
作
品
が
悪
い
と
い
ふ
の
か
。
」
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「
い
や
、
悪
い
の
で
せ
う
が
悪
い
と
も
何
と
も
言
ひ
ま
せ
ん
。
き
の
ふ
は
少

し
陰
惨
過
ぎ
た
と
い
ひ
ま
し
た
か
ら
別
の
も
の
を
書
き
直
し
て
来
て
も
い
い

と
言
つ
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
話
を
し
て
ゐ
る
う
ち
に
泣
け
て
来
て
し
ま
つ

て
、
向
う
で
も
困
つ
た
の
か
、
今
日
は
も
う
記
者
は
出
て
来
な
い
で
給
仕
に

黙
つ
て
持
た
せ
て
受
附
か
ら
渡
さ
せ
て
…
…
。
」

　
ま
る
で
小
学
校
の
児
童
が
仲
間
の
喧
嘩
を
父
兄
や
教
師
に
訴
へ
る
や
う
な

口
調
で
あ
つ
た
。
を
か
し
く
は
あ
つ
た
が
憎
め
な
い
。
自
然
こ
ち
ら
も
な
だ

め
る
や
う
な
調
子
に
出
て
、

「
ま
た
泣
か
れ
た
り
な
ん
か
す
る
と
事
面
倒
と
見
た
の
で
あ
ら
う
。
と
に
か

く
作
品
を
見
せ
た
ま
へ
。
読
ん
で
見
て
や
ら
う
。
」

　
無
論
原
稿
が
読
み
た
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
ん
な
空
気
で
面
白
い
話
が
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出
来
よ
う
筈
も
な
い
か
ら
、
そ
れ
よ
り
原
稿
を
見
る
方
が
ま
だ
気
が
楽
で
あ

る
。
見
た
上
で
元
気
も
つ
け
て
や
り
た
か
つ
た
し
、
出
来
栄
え
さ
へ
よ
け
れ

ば
紹
介
し
て
も
い
い
心
当
り
が
思
ひ
浮
ん
で
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
が
懐
中

か
ら
取
り
出
し
た
の
を
受
取
つ
て
長
い
の
は
読
む
に
も
片
づ
け
る
に
も
持
ち

扱
ひ
と
思
ひ
な
が
ら
、

「
何
枚
あ
る
の
だ
。
」

「
四
十
八
枚
！
」

　
相
手
は
元
気
よ
く
ふ
だ
ん
の
語
調
に
か
へ
つ
て
ゐ
た
。
「
狂
言
の
神
」
と

い
ふ
題
の
こ
の
原
稿
は
、
数
年
前
情
死
を
企
て
て
そ
の
相
手
だ
け
を
死
な
せ

た
男
が
、
数
年
前
の
海
岸
へ
ひ
と
り
来
て
、
ふ
と
死
神
に
襲
は
れ
た
や
う
な

気
持
で
あ
と
追
心
中
を
遂
げ
よ
う
と
、
死
処
を
求
め
て
彷
徨
す
る
間
に
平
和
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な
家
庭
を
持
つ
て
ゐ
る
先
輩
を
訪
う
て
決
心
を
鈍
ぶ
ら
せ
ら
れ
た
り
す
る
が
、

遂
に
林
間
に
入
つ
て
樹
の
枝
に
ぶ
ら
さ
が
る
が
枝
が
折
れ
て
地
に
墜
ち
て
失

神
し
た
だ
け
で
終
る
と
い
ふ
程
の
筋
で
言
は
ば
道
化
の
華
の
続
篇
と
も
見
る

べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
推
賞
す
る
に
足
る
出
来
栄
を
示
し
、
そ
の
泣
き
笑

ひ
に
真
剣
な
も
の
が
見
ら
れ
る
の
に
感
心
し
、
こ
れ
な
ら
ば
雑
誌
東
陽
の
編

輯
を
司
る
富
沢
有
為
男
に
事
情
を
述
べ
て
相
談
す
れ
ば
そ
の
価
値
を
も
認
め

る
だ
ら
う
し
、
長
さ
も
適
当
ら
し
い
と
考
へ
た
。
先
づ
こ
の
事
を
述
べ
て
太

宰
を
喜
ば
せ
て
か
ら
四
十
八
枚
の
う
ち
作
者
が
苦
に
し
て
ゐ
る
や
う
な
事
を

口
で
は
言
つ
て
ゐ
る
が
実
は
案
外
得
意
だ
ら
う
と
思
ふ
書
き
出
し
は
い
い
け

れ
ど
も
最
後
の
二
枚
は
蛇
足
だ
か
ら
割
愛
し
た
方
が
余
情
が
多
か
ら
う
と
意

見
を
述
べ
る
と
太
宰
は
無
邪
気
に
限
り
な
く
喜
ん
で
万
事
を
自
分
に
依
頼
し
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て
帰
つ
た
。
さ
う
し
て
富
沢
も
こ
の
作
の
価
値
を
認
め
編
輯
同
人
も
佳
作
を

得
た
の
を
喜
ん
で
ゐ
る
が
、
但
発
行
日
の
早
い
東
陽
は
既
に
八
月
九
月
号
の

編
輯
の
予
定
は
決
定
し
て
ゐ
る
か
ら
十
月
に
喜
ん
で
採
用
す
る
と
い
ふ
話
が

出
来
、
こ
れ
を
作
者
に
自
分
か
ら
知
ら
せ
る
と
、
「
…
…
待
テ
バ
海
路
ノ
日

和
。
千
羽
鶴
。
簑
着
タ
亀
…
…
」
な
ど
の
文
句
の
あ
る
は
が
き
で
喜
ん
で
来

た
。
こ
の
は
が
き
も
あ
の
作
者
を
喜
ん
で
ゐ
る
編
輯
同
人
に
見
せ
た
い
と
い

ふ
富
沢
に
渡
し
て
し
ま
つ
た
。
引
用
の
文
句
は
記
憶
に
残
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
洵
に
お
芽
出
度
い
な
り
ゆ
き
と
喜
ん
で
ゐ
る
と
幾
日
も
経
た
な
い

う
ち
に
奇
妙
千
万
な
出
来
事
が
発
生
し
た
の
で
あ
る
。
或
る
朝
内
玄
関
を
開

け
る
と
太
宰
の
名
刺
が
硝
子
戸
の
間
に
挟
つ
て
ゐ
て
そ
の
名
刺
の
記
入
し
た

と
こ
ろ
で
は
太
宰
が
狂
言
の
神
の
稿
を
取
返
さ
う
と
遅
く
訪
問
し
た
が
既
に
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門
が
閉
さ
れ
た
後
で
こ
れ
を
驚
か
す
の
が
不
本
意
だ
つ
た
か
ら
引
返
し
た
と

い
ふ
意
味
が
読
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
前
夜
と
い
ふ
の
は
、
長
つ
尻
の
お

客
が
ゐ
て
十
一
時
半
ま
で
内
玄
関
は
明
い
て
ゐ
た
し
、
応
接
間
は
煌
々
と
燈

さ
れ
て
ゐ
た
。
注
意
し
た
と
す
れ
ば
談
笑
の
声
も
洩
れ
さ
う
な
も
の
で
あ
つ

た
。
太
宰
は
多
分
表
門
の
閉
さ
れ
て
ゐ
た
の
を
い
ふ
の
で
あ
ら
う
が
、
狂
言

の
神
の
取
返
し
と
い
ふ
意
味
が
呑
み
込
め
な
い
と
思
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
へ
、

早
朝
に
配
達
さ
れ
た
郵
便
の
な
か
に
太
宰
の
二
枚
つ
づ
き
の
は
が
き
が
あ
つ

て
、
そ
れ
を
見
る
と
、
新
潮
九
月
号
と
か
の
原
稿
が
病
気
の
た
め
出
来
な
い

か
ら
狂
言
の
神
は
そ
の
方
に
廻
し
た
い
。
十
月
号
な
ら
東
陽
へ
は
新
に
別
の

作
を
物
し
て
寄
せ
る
と
い
ふ
意
味
で
あ
つ
た
。
身
勝
手
な
話
と
さ
す
が
に
気

が
さ
す
の
で
、
会
つ
て
話
す
よ
り
は
都
合
が
い
ゝ
と
わ
ざ
と
名
刺
を
放
り
込
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ん
だ
だ
け
で
、
相
談
で
は
な
く
報
告
だ
け
を
ハ
ガ
キ
で
よ
こ
し
た
の
か
も
知

れ
な
い
。
そ
れ
と
も
殆
ん
ど
毎
日
の
や
う
に
来
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
改
め
て
今

日
か
明
日
に
で
も
自
分
で
来
て
説
明
す
る
つ
も
り
で
あ
ら
う
か
と
考
へ
て
心

待
ち
に
し
て
ゐ
た
が
、
そ
の
日
は
来
な
か
つ
た
。
そ
の
翌
日
も
来
な
か
つ
た
。

た
だ
手
紙
が
一
通
こ
れ
は
珍
ら
し
く
芥
川
賞
の
事
は
あ
ま
り
な
く
て
、
暑
気

当
り
ら
し
い
病
気
の
苦
痛
の
描
写
や
ら
、
そ
の
た
め
に
新
潮
の
た
め
の
新
作

の
は
か
ど
ら
ぬ
こ
と
や
ら
が
詳
し
か
つ
た
。

「
狂
言
の
神
」
の
稿
は
結
局
ど
う
し
た
の
や
ら
よ
く
判
ら
な
い
で
一
週
間
ほ

ど
過
ぎ
た
。
こ
の
間
病
気
の
た
め
か
執
筆
の
た
め
か
太
宰
か
ら
は
訪
問
も
懇

願
通
信
も
な
か
つ
た
。
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富
沢
が
別
の
用
事
で
来
た
序
に
太
宰
の
原
稿
の
話
が
出
て
、
聞
け
ば
ち
よ

つ
と
直
す
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
ふ
の
で
自
分
で
来
て
持
つ
て
帰
つ
た
と
い
ふ

の
で
あ
つ
た
。

　
自
分
は
太
宰
の
奴
を
怪
し
か
ら
ぬ
と
思
つ
た
。
ま
る
で
病
気
で
動
け
な
い

や
う
な
大
げ
さ
な
事
を
言
ふ
か
と
思
ふ
と
自
分
で
も
う
ち
や
ん
と
持
つ
て
帰

つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
も
事
情
を
は
つ
き
り
言
ふ
事
か
直
す
と
こ
ろ
が

あ
る
な
ど
益
々
よ
く
な
い
。
東
陽
は
別
に
太
宰
の
作
を
欲
し
い
と
言
つ
て
ゐ

な
い
。
「
狂
言
の
神
」
が
気
に
入
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
点
も
困
る
。

よ
そ
の
雑
誌
で
一
旦
突
き
返
さ
れ
て
来
た
原
稿
を
わ
け
を
知
つ
て
買
ふ
ば
か

り
か
、
気
に
入
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
だ
か
ら
更
に
い
け
な
い
。
こ
れ
は
一
応

小
言
を
言
は
な
け
れ
ば
律
気
な
富
沢
に
対
し
て
済
ま
ぬ
。
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翌
朝
自
分
は
家
内
に
命
じ
て
「
太
宰
を
電
報
で
一
度
呼
ば
な
け
れ
ば
」
と

い
ふ
と
家
内
は

「
オ
イ
デ
マ
ツ
と
打
ち
ま
す
か
」

「
い
や
、
そ
ん
な
電
報
で
は
何
か
面
白
い
話
で
も
あ
る
か
と
思
つ
て
の
こ
の

こ
や
つ
て
来
て
小
言
で
は
い
け
な
い
か
ら
、
は
じ
め
か
ら
そ
の
覚
悟
を
し
て

来
さ
せ
た
が
よ
い
。
ハ
ナ
シ
ア
ル
ス
グ
コ
イ
と
打
つ
の
だ
。
」

　
自
分
が
太
宰
を
電
報
で
呼
び
つ
け
た
の
は
右
の
如
く
決
し
て
封
建
的
師
弟

関
係
の
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
現
代
的
商
業
道
徳
の
発
露
で
あ
る
。

商
品
紹
介
者
の
当
然
の
手
順
を
以
て
、
原
稿
商
人
の
取
引
上
の
違
約
不
信
を

詰
つ
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
の
序
に
自
分
が
太
宰
を
叱
つ
た
事
実
も
あ
る
が
こ
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れ
と
て
も
一
向
封
建
的
師
弟
関
係
の
せ
ゐ
で
は
な
い
。
自
分
が
新
道
徳
の
基

礎
に
し
た
い
と
思
ふ
友
情
に
従
つ
た
ま
で
で
あ
る
。
彼
を
圧
倒
せ
ず
、
自
分

を
屈
せ
ず
、
人
類
共
通
の
理
性
と
徳
性
と
を
彼
に
要
求
し
た
ま
で
の
事
に
し

か
す
ぎ
な
い
。
そ
の
他
は
皆
太
宰
の
妄
想
に
非
ず
ん
ば
、
読
む
者
の
錯
覚
で

あ
る
。

　
創
生
記
を
一
読
し
て
、
自
分
は
ハ
ナ
シ
ア
ル
ス
グ
コ
イ
を
繰
り
返
さ
う
と

思
つ
た
が
、
夜
中
で
あ
つ
た
か
ら
、
夜
の
明
け
る
の
を
待
つ
た
。
夜
が
明
け

る
頃
に
な
つ
て
、
自
分
は
思
ひ
か
へ
し
て
は
が
き
に
し
た
。
太
宰
と
二
人
き

り
の
対
話
は
彼
に
妄
想
の
材
料
を
与
へ
る
惧
れ
が
あ
る
と
思
つ
た
か
ら
、
山

岸
を
オ
ブ
ザ
ー
バ
ア
と
し
て
相
成
可
く
は
同
道
の
上
是
非
一
度
出
頭
せ
よ
、
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来
な
け
れ
ば
こ
な
い
で
こ
れ
き
り
の
交
際
に
し
よ
う
と
い
ふ
意
味
を
籠
め
て

多
少
の
怒
気
が
含
ま
れ
て
ゐ
た
ら
う
と
思
ふ
。
太
宰
は
直
ぐ
返
事
の
ハ
ガ
キ

を
よ
こ
し
た
。
文
言
は
、

　
　
（
わ
れ
等
不
変
の
敬
愛
、
信
ぜ
よ
。
）

　
　
先
生
。

　
　
十
月
八
日
に
山
岸
同
道
お
伺
申
し
上
げ
ま
す
。
立
派
に
申
し
ひ
ら
き
致

　
　
し
ま
す
。
疑
雲
一
掃
の
堂
々
の
確
信
ご
ざ
い
ま
す
。
不
一
。

　
と
あ
る
。
僕
は
決
し
て
自
分
に
対
す
る
太
宰
の
不
変
の
敬
愛
な
ど
を
要
求

し
て
は
ゐ
な
い
。
太
宰
に
軽
蔑
さ
れ
た
と
こ
ろ
が
一
向
痛
痒
も
な
い
。
た
だ

太
宰
に
彼
自
身
の
智
慧
を
覚
醒
さ
せ
そ
の
徳
性
を
発
見
す
る
こ
と
を
要
求
し

た
い
だ
け
で
あ
る
。
十
月
八
日
に
彼
は
訪
問
出
来
ぬ
理
由
を
説
明
し
た
ハ
ガ
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キ
を
よ
こ
し
、
つ
づ
い
て
い
ろ
い
ろ
面
白
い
手
紙
を
よ
こ
し
た
。
本
当
の
話

は
実
は
こ
れ
か
ら
だ
が
も
う
紙
が
な
い
。
今
度
の
時
の
に
し
ま
つ
て
置
か
う
。

か
う
い
ふ
嘘
つ
ぱ
ち
と
「
命
が
け
の
誠
実
」
「
不
変
の
敬
愛
」
な
ど
の
し
つ

く
り
組
み
合
つ
た
手
紙
や
直
ぐ
大
恩
人
な
ど
と
呼
ば
れ
る
交
際
は
小
う
る
さ

く
て
好
ま
し
く
な
い
も
の
だ
。
悪
く
相
手
に
な
つ
て
ゐ
る
と
心
中
さ
せ
ら
れ

る
惧
が
あ
る
。

　
古
人
は
思
ひ
当
る
事
を
言
つ
て
置
い
た
。

　
　
君
子
交
淡
若
水
　
　
小
人
交
甘
若
醴
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
定
本
　
佐
藤
春
夫
全
集
　
第10

巻
」
臨
川
書
店

　
　
　1999
（
平
成11

）
年4

月9

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
わ
が
小
説
作
法
」
新
潮
社

　
　
　1954

（
昭
和29
）
年8

月15

日
発
行

初
出
：
「
改
造
　
第
十
八
卷
第
十
一
號
」

　
　
　1936

（
昭
和11

）
年11
月1
日
発
行

※
「
好
ま
し
」
と
「
好
も
し
」
の
混
在
は
、
底
本
通
り
で
す
。

※
初
出
時
の
表
題
は
「
芥
川
賞
」
で
す
。

※
初
出
時
の
副
題
は
「
―
―
憤
怒
こ
そ
愛
の
極
點
（
太
宰
治
）
―
―
」
で
す
。
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※
誤
植
を
疑
っ
た
箇
所
を
、
底
本
の
親
本
の
表
記
に
そ
っ
て
、
あ
ら
た
め
ま

し
た
。
ま
た
、
「
味
倒
す
る
に
」
に
つ
い
て
は
底
本
の
親
本
通
り
で
す
が
、

初
出
の
表
記
に
そ
っ
て
、
「
味
到
」
に
あ
ら
た
め
ま
し
た
。

入
力
：
焼
野

校
正
：
き
り
ん
の
手
紙

2020

年5

月27

日
作
成

2020

年7

月1

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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