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一
　
は
じ
め
に

　
大
正
十
四
年
十
一
月
、『
文
芸
時
代
』
に
発
表
さ
れ
た
「
硝
子
」
は
〈
掌
の

小
説
〉
の
一
つ
で
、
例
に
よ
っ
て
ご
く
短
い
作
品
だ
が
、
題
材
が
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
文
学
に
関
わ
る
ユ
ニ
ー
ク
さ
か
ら
、
し
ば
し
ば
葉
山
嘉
樹
の
「
セ
メ
ン
ト
樽

の
中
の
手
紙
」（
大
正
十
五
年
一
月
『
文
藝
戦
線
』）
と
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
な
る
ほ
ど
「
路
の
向
う
側
に
は
下
水
の
や
う
に
腐
つ
た
川
が
油
で
光
り

な
が
ら
流
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
」「
日
の
射
さ
な
い
じ
め
じ
め
し
た
工
場
で
は
、

職
工
が
長
い
棒
で
火
の
玉
を
振
り
回
し
て
ゐ
た
。
彼
ら
の
し
や
つ
は
彼
ら
の
顔

の
や
う
に
汗
が
流
れ
、
彼
ら
の
顔
は
彼
ら
の
し
や
つ
の
や
う
に
汚
れ
て
ゐ
た
」

と
い
っ
た
新
感
覚
派
ら
し
い
表
現
と
、
硝
子
工
場
の
少
年
職
工
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア

少
女
の
出
会
い
、
そ
し
て
そ
の
後
日
譚
か
ら
な
る
物
語
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、

い
か
に
も
『
文
戦
』
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
作
品
の
印
象
で
あ
る
。
同
じ
く
入

れ
子
形
式
の
小
説
で
あ
る
こ
と
も
相
ま
っ
て
、「
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
」

を
取
り
込
ん
だ
読
み
の
視
界
は
、
作
品
観
の
形
成
に
大
き
く
影
響
し
て
き
た
と

い
え
る
。

　
か
つ
て
森
晴
雄
は
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
一
見
、
見
紛
う
」
こ
の
作
品
が
、

そ
れ
と
異
質
で
あ
る
理
由
と
し
て
「「
硝
子
」
一
編
に
は
は
っ
き
り
と
小
説
の

力
を
信
じ
て
い
る
作
者
の
眼
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
述
べ
た
（
１
）。
先
行
の
「
硝
子
」

論
で
も
っ
と
も
気
に
な
る
の
が
、
こ
の
小
説
の
個
性
お
よ
び
評
価
の
可
能
性
を

こ
う
し
た
方
面
に
見
い
だ
し
て
い
く
発
想
で
あ
る
。

　
近
年
の
論
文
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
原
善
が
森
論
に
言
及
し
な
が
ら
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
（
２
）。

　
森
論
が
〈「
こ
ん
な
力
」
と
は
妻
を
従
順
に
さ
せ
、
ま
た
、
た
っ
た
一

度
の
出
会
い
に
よ
っ
て
生
涯
連
れ
添
う
で
あ
ろ
う
夫
よ
り
も
、
妻
の
こ
と

を
新
鮮
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
小
説
の
力
、
小
説
を
書
く
も
の
の
力
の
不

思
議
さ
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
に
〈
可
憐
さ
と
新
鮮
さ
〉
を
感
じ

さ
せ
る
力
、
彼
に
〈
ど
う
し
て
こ
ん
な
力
が
あ
る
の
だ
ら
う
〉
と
不
思
議

が
ら
せ
る
力
を
〈
硝
子
〉
は
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
は
そ
う
し
た
小

説
の
力
・
言
葉
の
力
・
虚
構
の
力
・
文
学
の
力
こ
そ
が
「
硝
子
」
の
主
題

な
の
だ
。

　
原
は
森
論
の
「
小
説
の
力
」
を
継
承
し
つ
つ
、
そ
の
観
点
を
よ
り
拡
げ
る
形

で
こ
の
作
品
の
主
題
を
語
っ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
は
さ
ら

に
先
に
あ
っ
て
、
主
題
の
評
価
と
作
品
の
評
価
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
で
、
次

川
端
康
成
「
硝
子
」
を
読
む
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の
よ
う
な
作
品
観
の
提
示
に
至
っ
て
い
る
。

　
枠
の
部
分
の
地
の
文
で
示
さ
れ
た
十
年
前
の
蓉
子
の
少
女
性
・
幼
稚

性
・
感
傷
性
・
気
紛
れ
さ
、
と
い
っ
た
も
の
を
相
対
化
す
る
よ
う
に
、
少

年
の
目
か
ら
見
た
当
時
の
蓉
子
の
〈
可
憐
さ
〉
を
作
中
作
〈
硝
子
〉
に
直

接
（
た
と
え
部
分
的
に
で
も
）
描
く
こ
と
を
し
な
い
（
あ
る
い
は
で
き
な

い
）
こ
と
は
、
テ
ー
マ
で
あ
る
小
説
の
力
が
た
だ
言
葉
の
み
で
読
者
に
示

さ
れ
た
作
品
と
い
う
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
お
う
。
そ
の
意
味
で
は
皮
肉
な

こ
と
に
「
硝
子
」
も
（
作
中
作
〈
硝
子
〉
同
様
に
）
概
念
的
な
作
品
だ
と

言
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
も
し
「
硝
子
」
が
作
中
作
〈
硝
子
〉
を
典
型

と
す
る
よ
う
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
似
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま

さ
し
く
そ
の
点
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

　「
硝
子
」
は
「
し
か
し
彼
は
不
思
議
だ
つ
た
。
こ
の
小
説
の
中
の
少
女
ほ
ど

の
可
憐
さ
と
新
鮮
さ
を
妻
に
感
じ
た
こ
と
は
昔
か
ら
一
度
も
な
か
つ
た
。
／
あ

の
腰
の
曲
つ
た
青
い
餓
鬼
の
や
う
な
病
人
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
力
が
あ
る
の

だ
ら
う
。」
と
い
う
「
彼
」
の
驚
き
で
結
ば
れ
て
い
る
。
原
は
そ
こ
に
「
文
学

の
力
」
と
い
う
主
題
を
み
と
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
概
念
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

し
て
し
か
打
ち
出
せ
な
か
っ
た
点
に
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
共
通
す
る
限
界

を
指
摘
し
、
そ
し
て
そ
の
上
で
「「
硝
子
」
の
面
白
さ
」
は
、
入
れ
子
構
造
か

ら
生
ま
れ
る
「
メ
タ
小
説
性
」
に
こ
そ
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。

　「
硝
子
」
の
小
説
と
し
て
の
完
成
度
を
問
う
こ
と
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

と
の
相
似
性
を
指
摘
し
た
発
想
は
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
、
作
中
作
が
概
念
的

な
言
葉
で
終
始
し
て
い
る
か
ら
、
小
説
全
体
も
概
念
的
な
作
だ
と
結
論
す
る
の

は
性
急
の
感
を
否
め
な
い
。
作
品
の
興
味
と
し
て
「
メ
タ
小
説
性
」
が
主
張
さ

れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
小
説
を
原
が
あ
ま
り
高
く
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
を
窺

わ
せ
る
の
だ
が
、
私
見
で
は
作
中
作
の
「
硝
子
」
も
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
の
ま

が
い
物
と
い
う
だ
け
で
は
片
づ
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
地
の
文
と
作
中
作
の

関
係
の
あ
り
方
も
含
め
て
、
こ
の
作
品
は
〈
掌
の
小
説
〉
の
中
で
も
極
め
て
完

成
度
の
高
い
作
と
し
て
読
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
最
後
に
置
か
れ
た
「
あ
の
腰
の
曲
つ
た
青
い
餓
鬼
の
や
う
な
病
人
に
、
ど
う

し
て
こ
ん
な
力
が
あ
る
の
だ
ら
う
」
と
い
う
「
夫
」
の
疑
問
は
、〈
掌
の
小

説
〉
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
川
端
流
の
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、
小
説
の
核
心
に
関

わ
る
問
い
の
、
読
者
へ
の
投
げ
か
け
で
あ
る
。
こ
の
小
説
が
書
か
れ
た
時
に
は
、

ま
だ
発
表
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
セ
メ
ン
ト
樽
の
中
の
手
紙
」
と
の
比
較
は
さ

て
お
き
、
改
め
て
こ
の
小
説
固
有
の
物
語
に
即
し
た
読
み
の
可
能
性
を
追
求
し

て
み
た
い
。

二
　「
許
嫁
の
蓉
子
」
に
つ
い
て

　「
硝
子
」
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
　

十
五
に
な
る
許
嫁
の
蓉
子
が
頬
の
色
を
消
し
て
帰
つ
て
来
た
。

「
あ
た
し
頭
が
痛
い
。
と
て
も
可
哀
想
な
こ
と
を
見
ち
や
つ
た
ん
で
す
も

の
。

　
ま
ず
「
蓉
子
」
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
小
説
の
中
で
固
有
名
詞
を

も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
彼
女
だ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　
登
場
人
物
の
呼
称
に
注
意
し
て
み
る
と
、
そ
の
使
い
分
け
が
こ
の
小
説
の
特

徴
の
一
つ
と
言
え
る
。
固
有
名
詞
と
普
通
名
詞
だ
け
で
は
な
い
。
呼
称
自
体
も

様
々
だ
。
作
中
作
の
「
硝
子
」
を
書
い
た
人
物
に
は
、「
少
年
職
工
」「
子
供
」
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「
少
年
」「
小
説
家
」
そ
し
て
「
自
分
」
が
使
わ
れ
、
夫
は
「
彼
」
お
よ
び
「
兄

さ
ん
」
で
あ
る
。「
蓉
子
」
の
場
合
、
十
年
前
の
出
来
事
を
語
る
物
語
前
半
部

で
、「
蓉
子
」「
お
嬢
さ
ん
」「
許
嫁
」
と
い
う
言
葉
が
当
て
ら
れ
、
十
年
後
を

描
い
た
後
半
部
で
は
「
妻
」
が
加
わ
り
、
夫
婦
が
読
む
作
中
作
の
「
硝
子
」
で

は
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
一
少
女
」「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
少
女
」「
あ
の
少
女
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
呼
称
の
使
い
分
け
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
付
け
が
可
能
だ
が
、

こ
こ
で
は
特
に
「
蓉
子
」
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
先
行
論
は
総
じ
て
こ

の
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
少
女
」
に
同
情
的
で
は
な
い
。「
あ
の
少
女
が
何
故
可
憐

で
あ
り
え
た
か
」「
何
故
恵
み
得
た
か
」
と
い
っ
た
、
作
中
作
の
小
説
「
硝
子
」

の
語
り
手
の
思
い
を
共
有
し
な
が
ら
読
む
か
ら
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
作
中
作

の
「
硝
子
」
で
は
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
少
女
」
と
「
あ
の
少
女
」
と
い
う
言
葉
が

何
度
か
使
わ
れ
な
が
ら
、
や
が
て
「
あ
の
少
女
」
の
連
続
に
な
る
。
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
作
家
ら
し
い
「
自
分
」
に
と
っ
て
の
「
蓉
子
」
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
少

女
」
で
あ
る
以
上
に
、「
あ
の
少
女
」
な
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
蓉
子
」
の
境
遇
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
階
級
の
女
性
一
般
の
も
の
と
受
け

取
っ
て
済
ま
せ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
小
説
の
個
性
の
重
要
な
部
分
が
見
え
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
物
語
前
半
部
に
「
彼
は
許
嫁
に
金
を
渡
し
た
」
と
い
う
一
文

が
あ
る
、「
蓉
子
に
」
あ
る
い
は
「
彼
女
に
」
で
も
間
に
合
う
と
こ
ろ
を
な
ぜ

こ
う
書
い
た
か
。
読
者
に
「
蓉
子
」
と
「
許
嫁
」
の
不
可
分
性
を
示
す
た
め
で

あ
る
に
違
い
な
い
。

　「
十
五
に
な
る
許
嫁
の
蓉
子
」
で
始
ま
り
、「
彼
は
許
嫁
に
金
を
渡
し
た
。
／

「
あ
た
し
、
も
う
行
く
の
は
い
や
。
女
中
に
ね
。」」
と
結
ば
れ
る
小
説
前
半
部

で
念
押
し
さ
れ
て
い
る
の
は
「
許
嫁
」
と
い
う
彼
女
の
境
遇
で
あ
る
。「
を
さ

な
妻
（
３
）」
や
「
紫
の
上
」
は
、
庶
民
と
は
か
け
離
れ
た
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び

つ
く
が
、
そ
こ
で
も
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
十
五
歳
」
の

「
蓉
子
」
が
「
許
嫁
」
で
あ
っ
た
と
い
う
設
定
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
。
作
中
作

の
小
説
「
硝
子
」
に
よ
っ
て
彼
女
の
心
に
生
じ
た
変
化
は
、
彼
女
が
「
許
嫁
の

蓉
子
」
で
あ
っ
た
こ
と
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
。

三
　
蓉
子
の
「
可
哀
想
」
に
つ
い
て

　「
蓉
子
」
は
、
硝
子
工
場
の
作
業
中
に
血
を
吐
い
た
挙
句
に
事
故
に
遭
う

「
子
供
」
を
目
撃
し
て
、「
と
て
も
可
哀
想
」
と
思
い
、
彼
が
病
院
に
入
れ
る
よ

う
に
「
お
見
舞
ひ
を
上
げ
た
い
と
」
と
い
う
願
い
か
ら
、「
兄
さ
ん
」
と
呼
ん

で
一
緒
に
く
ら
す
許
婚
の
「
彼
」
に
金
を
出
さ
せ
る
。
こ
の
「
可
哀
想
」
と
い

う
彼
女
の
感
情
こ
そ
が
物
語
の
契
機
で
あ
る
。

「
そ
り
や
上
げ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
可
哀
想
な
職
工
は
そ
の
子
一
人
ぢ

や
な
い
ん
だ
よ
。」

　「
彼
」
の
常
識
的
な
忠
告
は
、
物
語
後
半
部
の
「
で
も
、
あ
た
し
あ
の
時
分

は
子
供
だ
つ
た
ん
で
す
も
の
ね
」
と
い
う
「
妻
」
と
な
っ
た
「
蓉
子
」
の
こ
と

ば
に
通
じ
て
い
る
。「
彼
」
の
言
葉
は
こ
ん
な
時
に
誰
も
が
口
に
す
る
決
ま
り

文
句
だ
が
、
社
会
で
暮
ら
し
て
い
く
た
め
に
は
そ
う
考
え
る
し
か
な
い
。
そ
れ

は
「
可
哀
想
」
と
い
う
感
情
の
ま
ま
に
行
動
し
な
い
こ
と
の
言
い
訳
で
も
あ
る

だ
ろ
う
。

　
と
も
あ
れ
「
子
供
だ
つ
た
」
蓉
子
の
願
い
は
叶
え
ら
れ
た
。
彼
女
の
同
情
か
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ら
発
し
た
行
動
を
、
作
中
作
「
硝
子
」
の
語
り
手
は
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
少
女
の

恵
み
」「
呪
は
し
き
敵
の
恵
み
」
と
書
い
て
、
そ
の
恩
恵
に
浴
し
た
こ
と
に
屈

辱
を
感
じ
て
い
る
。「
自
分
は
あ
の
少
女
が
何
故
可
憐
で
あ
り
得
た
か
を
知
つ

て
ゐ
る
。
な
ぜ
恵
み
得
た
か
を
知
つ
て
ゐ
る
。」
と
書
い
た
そ
の
「
自
分
」
は

彼
女
の
行
動
の
背
後
に
あ
る
「
可
哀
想
」
と
い
う
感
情
に
思
い
及
ぶ
こ
と
は
な

い
。「
蓉
子
」
な
ら
ぬ
彼
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
当
然
だ
が
、
問
題
は
先
行
論
で

も
彼
女
の
行
為
を
、
こ
の
作
中
作
「
硝
子
」
の
語
り
手
の
側
か
ら
し
か
見
よ
う

と
し
て
来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
森
晴
雄
は
「「
硝
子
」
は
自
分
の
婚
約
者
を
「
兄
さ
ん
」
と
呼
ぶ
よ
う
な
幼

い
十
五
の
少
女
で
あ
る
蓉
子
が
、
硝
子
工
場
で
働
く
「
餓
鬼
の
よ
う
な
子
供
」

の
怪
我
に
単
純
に
同
情
し
て
、
病
院
に
入
る
お
金
を
恵
む
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま

る
。」
と
述
べ
な
が
ら
、
さ
ら
に
「
た
だ
単
純
な
同
情
と
は
言
え
な
い
と
こ
ろ

が
あ
る
」
と
し
て
、
お
礼
に
来
た
少
年
と
交
わ
す
「
ま
あ
、
も
う
お
癒
り
に
な

つ
た
の
」「
火
傷
の
疵
は
も
う
お
よ
ろ
し
く
つ
て
？
」
と
い
う
発
言
に
つ
い
て

「
こ
こ
に
は
、
少
年
の
怪
我
を
も
っ
と
重
い
も
の
と
考
え
て
い
た
蓉
子
が
い
る
。

自
分
の
同
情
が
価
値
を
持
つ
た
め
に
は
傷
は
重
け
れ
ば
重
い
ほ
ど
よ
い
こ
と
に

な
る
。」
と
述
べ
て
い
る
が
、
明
ら
か
に
行
き
過
ぎ
の
読
み
で
あ
る
。。

　
ま
た
馬
場
重
行
は
、「
あ
た
し
、
も
う
行
く
の
は
い
や
。
女
中
に
ね
。」
と
い

う
セ
リ
フ
に
行
き
つ
く
こ
の
場
面
を
「
職
工
の
生
き
る
過
酷
な
現
実
の
意
味
も

理
解
で
き
ず
に
た
だ
同
情
の
み
を
寄
せ
、
そ
の
結
果
自
己
満
足
に
す
ぎ
な
か
っ

た
そ
の
同
情
の
内
実
を
悟
り
、
そ
れ
に
対
し
て
対
処
の
仕
方
も
知
ら
ず
に
逃
げ

出
す
」
と
説
明
し
て
い
る
（
４
）。

　
し
か
し
彼
女
が
自
分
の
同
情
を
「
自
己
満
足
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
悟
っ
た

か
ら
逃
げ
出
し
た
と
説
明
す
る
の
は
、
タ
イ
ム
ラ
グ
の
点
で
説
明
に
無
理
が
あ

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
前
半
部
で
描
か
れ
た
「
蓉
子
」
の
表
象
は
、
後
半
部
の

作
中
作
で
「
自
分
」
が
語
っ
て
い
る
こ
と
に
寄
り
添
う
よ
う
な
意
識
で
見
ら
れ

て
き
た
と
言
え
る
。

　
し
か
し
、「
蓉
子
」
の
言
動
に
つ
い
て
は
別
の
読
み
方
も
可
能
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

「
ま
あ
、
も
う
お
癒
り
に
な
つ
た
の
。」

「
へ
ッ
？
」
と
少
年
の
蒼
ざ
め
た
顔
が
驚
い
た
。
蓉
子
は
泣
き
顔
に
な
つ

た
。

「
火
傷
の
疵
は
も
う
お
よ
ろ
し
く
つ
て
？
」

「
へ
。」
と
、
少
年
は
し
や
つ
の
ぼ
た
ん
を
外
さ
う
と
し
た
。

　「
？
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
語
尾
に
一
度
ず
つ
使
わ
れ
て
い
る
。「
少
年
」

は
最
初
の
こ
と
ば
が
理
解
で
き
な
い
。
な
ぜ
か
。
こ
ん
な
に
丁
寧
な
言
葉
を
生

ま
れ
て
初
め
て
他
人
か
ら
か
け
ら
れ
た
か
ら
だ
。
彼
は
病
気
の
た
め
喀
血
し
た

拍
子
に
、
溶
け
た
硝
子
玉
に
叩
か
れ
る
よ
う
な
目
に
あ
っ
て
も
「
危
な
い
ツ
。

馬
鹿
野
郎
。」
と
罵
声
を
浴
び
せ
ら
れ
る
よ
う
な
世
界
し
か
知
ら
な
い
。
だ
か

ら
「
驚
い
」
て
、「
へ
ッ
？
」
と
聞
き
返
す
。

　
一
方
の
「
蓉
子
」
は
、
自
分
の
言
葉
が
う
ま
く
伝
わ
ら
な
か
っ
た
の
か
と

思
っ
て
、「
火
傷
の
疵
は
も
う
お
よ
ろ
し
く
つ
て
？
」
と
重
ね
て
訊
ね
る
。
そ

の
気
持
ち
が
「
？
」
で
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、「
少
年
」
は
そ
れ
を
ま
と
も
に

う
け
と
っ
て
、
疵
跡
を
見
せ
に
か
か
る
。「
十
五
」
の
「
蓉
子
」
が
逃
げ
出
す

の
も
無
理
は
な
い
。

　
川
端
な
ら
で
は
の
絶
妙
な
表
現
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た
場
面
で
あ
り
、「
ブ
ル
ジ



─ 5─

成蹊國文　第五十四号　（2021）

ヨ
ア
の
少
女
」
と
い
う
固
定
観
念
を
離
れ
て
、
改
め
て
彼
女
の
行
動
自
体
の
意

味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
仮
に
こ
の
小
説
の
基
線
を
、「
可
哀
想
」
と
い
う

感
情
に
従
っ
た
行
動
と
、
そ
れ
が
招
い
た
結
果
を
描
く
物
語
と
見
な
す
な
ら
、

こ
の
小
説
の
モ
チ
ー
フ
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
の
意
識
性
の
み
と
結
ん
で
考

え
る
必
要
は
な
い
。
文
学
史
の
視
界
を
す
こ
し
拡
げ
て
み
る
と
、
近
い
以
前
に

志
賀
直
哉
の
「
小
僧
の
神
様
」（
大
正
九
年
）
が
あ
る
。

四
　「
可
哀
想
」
の
興
味
深
さ

　「
小
僧
の
神
様
」
は
、「
通
」
へ
の
興
味
か
ら
足
を
の
ば
し
た
下
町
の
寿
司
屋

台
で
、
小
僧
が
恥
を
か
い
て
出
て
行
く
の
を
見
か
け
て
同
情
し
た
会
社
員
Ａ
が
、

そ
の
後
秤
屋
で
そ
の
小
僧
と
再
会
し
、
寿
司
を
お
ご
っ
て
や
り
た
か
っ
た
思
い

を
叶
え
た
経
緯
と
、
そ
の
行
為
の
先
に
来
る
も
の
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。
川

端
と
志
賀
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
に
改
め
て
取
り
上
げ
る
が
、「
小
僧
の

神
様
」
と
「
硝
子
」
は
考
え
て
み
れ
ば
、
話
に
も
テ
ー
マ
に
も
通
じ
合
う
も
の

が
あ
る
。

　
登
場
人
物
の
一
人
だ
け
に
「
蓉
子
」、「
仙
吉
」
と
い
う
固
有
名
詞
が
与
え
ら

れ
て
い
る
こ
と
、
社
会
的
地
位
に
大
き
な
差
の
あ
る
二
人
の
一
度
き
り
の
出
会

い
の
物
語
で
あ
る
こ
と
、
た
ま
た
ま
湧
い
た
同
情
心
と
そ
れ
に
し
た
が
っ
た
行

為
が
問
題
に
な
る
こ
と
、
行
為
の
先
に
生
じ
た
そ
の
結
果
が
描
か
れ
る
こ
と
な

ど
、
小
説
の
要
素
に
重
な
る
点
が
意
外
な
ほ
ど
多
い
。

　「
小
僧
の
神
様
」
の
会
社
員
Ａ
は
「
何
だ
か
可
哀
想
だ
つ
た
。
ど
う
か
し
て

や
り
た
い
や
う
な
気
が
し
た
よ
」
と
「
細
君
」
に
言
う
。
思
い
切
っ
て
つ
ま
ん

だ
鮪
の
握
り
の
値
段
を
言
わ
れ
て
、
黙
っ
て
そ
れ
を
置
い
て
出
て
行
っ
た
「
小

僧
」
の
屈
辱
感
と
、
硝
子
工
場
で
大
け
が
を
し
た
「
少
年
職
工
」
の
災
難
と
は

も
と
よ
り
別
次
元
の
出
来
事
だ
が
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
て
「
と
て
も
可
哀
想

な
こ
と
を
見
ち
や
つ
た
」
と
感
じ
る
「
可
哀
想
」
の
気
持
ち
は
本
質
的
に
同
じ

も
の
で
あ
る
。

　「
蓉
子
」
と
「
少
年
職
工
」
の
出
会
い
の
場
面
は
次
の
よ
う
な
終
わ
り
方
を

し
て
い
る
。

「
へ
。」
と
、
少
年
は
し
や
つ
の
ぼ
た
ん
を
外
そ
う
と
し
た
。

「
い
い
え
、
も
う
…
…
」

蓉
子
は
逃
げ
込
ん
で
来
た
。

「
ね
え
、
兄
さ
ん
。
あ
た
し
…
…
。」

「
こ
れ
を
持
つ
て
い
つ
て
お
や
り
。」

彼
は
許
嫁
に
金
を
渡
し
た
。

「
あ
た
し
、
も
う
い
く
の
い
や
。
女
中
に
ね
。」

　
同
情
し
た
相
手
と
の
関
係
に
最
後
ま
で
責
任
を
持
た
ず
、
人
任
せ
に
し
て
し

ま
う
の
は
自
己
満
足
の
た
め
の
行
為
だ
っ
た
か
ら
だ
と
、
批
判
的
に
読
ま
れ
て

し
ま
う
や
り
取
り
だ
が
、「
小
僧
の
神
様
」
に
も
同
様
の
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
っ
た
。

　
Ａ
は
、
願
い
が
叶
っ
て
小
僧
を
寿
司
屋
に
連
れ
て
い
く
が
、
一
緒
に
寿
司
を

食
べ
よ
う
と
は
し
な
い
。
店
の
も
の
に
金
を
渡
し
て
後
を
頼
ん
で
、「「
私
は
先

へ
帰
る
か
ら
、
充
分
食
べ
て
お
呉
れ
」
か
う
云
つ
て
客
は
逃
げ
る
や
う
に
急
ぎ

足
で
電
車
通
の
方
へ
行
つ
て
了
つ
た
。」
と
あ
る
。
二
人
共
相
手
か
ら
「
逃
げ
」

る
の
で
あ
る
。

　
同
情
心
か
ら
の
行
動
を
完
遂
す
る
ま
で
の
強
さ
を
ど
ち
ら
も
持
っ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
折
角
の
行
動
も
自
己
満
足
に
と
ど
ま
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
非
難
し
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て
も
〈
読
み
〉
に
は
な
ら
な
い
。
志
賀
も
川
端
も
そ
ん
な
こ
と
は
承
知
の
上
だ

ろ
う
。

　
そ
し
て
「
Ａ
」
も
「
蓉
子
」
も
程
な
く
そ
ん
な
出
来
事
を
忘
れ
て
し
ま
う
。

た
だ
し
二
つ
の
小
説
の
眼
目
は
無
論
そ
の
先
に
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
「
小
僧
の
神
様
」
の
物
語
は
、「
仙
吉
」
が
「
Ａ
」
を
神
様

だ
と
考
え
「
悲
し
い
時
、
苦
し
い
時
に
必
ず
「
あ
の
客
」
を
想
つ
た
。
そ
れ
は

想
ふ
だ
け
で
或
慰
め
に
な
つ
た
。
彼
は
何
時
か
は
又
「
あ
の
客
」
が
思
は
ぬ
恵

み
を
持
つ
て
自
分
の
前
に
現
れ
て
来
る
こ
と
を
信
じ
て
ゐ
た
。」
と
閉
じ
ら
れ

る
。
仙
吉
は
そ
う
し
て
丁
稚
奉
公
の
日
々
を
無
事
に
送
っ
て
、
や
が
て
は
番
頭

に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。「
Ａ
」
は
そ
れ
を
知
る
よ
し
も
な
い
が
、「
可
哀
想
」
と

い
う
気
持
ち
に
従
っ
た
行
為
を
、
作
者
は
良
し
と
し
た
の
で
、
そ
れ
が
こ
の
小

説
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
い
う
読
み
方
が
で
き
る
（
５
）。

そ
の
生
き
証
人
だ
か
ら
、
こ

の
小
説
の
登
場
人
物
の
中
で
、
小
僧
だ
け
が
固
有
名
詞
で
呼
ば
れ
て
然
る
べ
き

な
の
で
あ
る
。

　「
硝
子
」
の
場
合
は
ど
う
か
、「
蓉
子
」
は
十
年
後
に
、「
可
哀
想
」
と
い
う

思
い
か
ら
し
た
行
為
の
結
果
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
少
年
は
地
獄
の
よ
う

な
工
場
か
ら
抜
け
出
し
て
小
説
家
に
な
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
こ
れ

ま
で
知
ら
な
か
っ
た
苦
悩
を
彼
に
強
い
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
可
哀
想
」
と
い

う
気
持
ち
に
従
っ
た
行
為
の
結
果
は
出
た
が
、「
蓉
子
」
の
し
た
こ
と
の
是
非

の
判
断
は
簡
単
に
は
出
せ
な
い
。
そ
れ
が
「
硝
子
」
と
「
小
僧
の
神
様
」
と
の

大
き
な
違
い
で
あ
る
。
そ
の
違
い
は
無
論
作
品
の
テ
ー
マ
と
関
係
し
て
い
る
。

五
　《
硝
子
》
と
は
何
か

　
物
語
の
後
半
は
そ
れ
か
ら
十
年
経
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
で
あ
る
。
十
五
歳

だ
っ
た
「
蓉
子
」
は
二
十
五
歳
、「
兄
さ
ん
」
と
夫
婦
に
な
っ
て
数
年
過
ぎ
た

頃
だ
ろ
う
か
。
夫
の
「
彼
」
は
た
ま
た
ま
「
或
る
文
学
雑
誌
」
に
載
っ
た
「
硝

子
」
と
い
う
小
説
を
目
に
し
て
、
十
年
前
の
出
来
事
が
題
材
に
さ
れ
て
い
る
の

に
気
づ
く
。

　
彼
の
町
の
景
物
が
描
か
れ
て
ゐ
る
。
油
で
光
り
な
が
ら
流
れ
て
ゐ
な
い

川
が
あ
る
。
火
の
玉
の
飛
ぶ
地
獄
が
あ
る
。
喀
血
。
火
傷
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ア

の
少
女
の
恵
み
。

─

　
右
の
引
用
に
続
け
て
「
お
い
、
蓉
子
、
蓉
子
」
と
妻
を
呼
び
よ
せ
る
「
彼
」

の
声
が
書
か
れ
、
小
説
に
自
分
自
身
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
「
蓉

子
」
が
、
彼
の
手
か
ら
雑
誌
を
奪
っ
て
読
み
に
か
か
る
と
い
う
流
れ
だ
が
、
ま

ず
彼
女
の
眼
に
入
る
の
が
、
右
の
引
用
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
前
半
部
で
展
開

さ
れ
た
物
語
の
終
始
が
点
綴
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
中
で
「
油
で
光
り
な
が
ら
流
れ
て
ゐ
な
い
川
」
と
あ
る
一
文
は
、
こ
の

小
説
の
書
き
出
し
の
中
の
最
も
印
象
的
な
描
写
を
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
い
た
も

の
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
や
り
方
を
し
た
か
。

　
全
体
の
読
み
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
小
説
前
半
の
物

語
が
後
半
に
組
み
込
ま
れ
た
元
少
年
職
工
の
小
説
家
が
書
い
た
「
小
説
「
硝

子
」」
の
引
用
で
あ
る
よ
う
な
感
覚
を
も
た
ら
す
効
果
が
あ
る
。
つ
ま
り
作
中

作
と
地
の
文
の
関
係
は
い
わ
ば
相
互
浸
透
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
大

き
な
特
徴
で
は
な
い
か
。
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読
者
だ
け
で
は
な
い
。「
彼
か
ら
雑
誌
を
奪
つ
て
」
読
み
だ
し
た
「
蓉
子
」

も
、
つ
ま
り
は
ま
ず
前
半
部
に
書
か
れ
た
物
語
を
読
ん
だ
上
で
、
言
い
換
え
れ

ば
読
者
が
読
ん
だ
物
語
と
同
じ
出
来
事
を
追
体
験
し
た
上
で
、「
少
年
職
工
」

の
「
あ
の
後
」
を
知
る
の
で
あ
る
。

　「
あ
の
後
」
幸
い
に
し
て
花
瓶
の
工
場
に
入
っ
た
少
年
が
「
自
分
の
考
案
の

最
も
美
し
い
花
瓶
を
あ
の
少
女
に
送
る
こ
と
が
出
来
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で

は
、
間
接
話
法
に
よ
る
小
説
内
容
の
説
明
で
、
続
い
て
長
い
引
用
部
分
が
続
く
。

「
自
分
を
階
級
に
目
覚
め
さ
せ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
の
陣
営
に
あ
る
小
説
家
に
擬
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
お
の
ず
と
了
解
さ
れ
る
。

　「
こ
ん
な
意
味
の
事
が
書
い
て
あ
る
」
と
断
っ
て
引
用
し
た
か
た
ち
だ
が
、

こ
の
一
人
称
の
長
い
語
り
は
迫
真
性
が
強
く
、
お
の
ず
と
私
小
説
の
告
白
を
思

わ
せ
る
。
そ
う
い
え
ば
そ
の
ス
タ
イ
ル
も
「
自
分
」
と
い
う
一
人
称
に
よ
る
語

り
で
あ
る
。
な
ら
ば
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
家
は
何
を
告
白
し
て
い
る
の
か
。

こ
の
作
中
作
の
小
説
の
題
名
で
も
あ
る
「
硝
子
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
焦
点
を

指
す
も
の
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　
い
や
自
分
は

─
（
こ
ん
な
意
味
の
事
が
書
い
て
あ
る
。）

─
四
五

年
間
絶
え
ず
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
一
少
女
を
対
象
と
し
て
花
瓶
を
作
つ
て
ゐ
た

の
だ
。
自
分
を
階
級
に
目
覚
め
さ
せ
た
の
は
悲
惨
な
労
働
生
活
の
経
験
だ

つ
た
か
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
一
少
女
に
対
す
る
恋
だ
つ
た
か
。
自
分
は
あ
の

時
血
を
吐
い
て
吐
き
切
つ
て
死
ぬ
の
が
一
番
正
し
か
つ
た
の
だ
。
呪
は
し

き
敵
の
恵
み
よ
。
屈
辱
よ
。（
以
下
略
）

　「
い
や
」
は
、
そ
の
前
の
箇
所
に
「
花
瓶
を
少
女
に
送
る
こ
と
が
出
来
た
。」

と
あ
る
中
の
「
少
女
」
と
い
う
言
葉
の
打
消
し
で
あ
る
。「
蓉
子
」
を
「
少
女
」

と
言
い
、
ま
た
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
少
女
」
と
言
い
直
す
「
自
分
」
の
葛
藤
は
切

実
だ
が
、
結
局
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
こ
う
い
う
経
歴
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
に

な
れ
ば
こ
う
も
言
う
だ
ろ
う
と
い
う
型
通
り
の
苦
悩
で
あ
る
。
つ
ま
り
作
中
作

「
硝
子
」
の
前
半
部
は
、「
敵
の
妾
」
な
ど
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
恨
み
節
を
出
な

い
内
容
で
あ
る
。

　
告
白
と
は
「
か
く
し
て
置
い
た
も
の
、
壅
蔽
し
て
置
い
た
も
の
、
そ
れ
と
打

ち
明
け
て
は
自
己
の
精
神
も
破
壊
さ
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
（
６
）」

を
打

ち
明
け
る
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
小
説
家
は
「
自
分
は
少
年
の
夢
を
洗
ひ
落
と

す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
う
。
つ
ま
り
階
級
意
識
に
目
覚
め
て
み
れ
ば
、

「
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
一
少
女
に
対
す
る
恋
」
は
奔
敵
行
為
に
等
し
い
。
し
か
し
ま

だ
少
年
だ
っ
た
「
自
分
」
の
「
あ
の
少
女
」
へ
の
恋
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
思
い
が
彼
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
作
中
作
の
小
説
を
読
ん
だ
後

に
「
で
も
あ
た
し
あ
の
時
分
は
子
供
だ
つ
た
ん
で
す
も
の
ね
。」
と
い
う
「
蓉

子
」
の
こ
と
ば
と
響
き
あ
っ
て
い
る
。

　
階
級
意
識
に
目
覚
め
る
以
前
の
幸
福
な
出
会
い
の
思
い
出
ゆ
え
に
、
そ
れ
は

美
し
い
「
夢
」
な
の
で
あ
る
。「
自
分
」
の
〈
告
白
〉
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
そ

う
い
う
思
い
に
む
し
ろ
居
直
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
言
辞
で
閉
じ
ら
れ
て
い

る
。

　
自
分
は
階
級
戦
線
に
立
つ
て
も
所
詮
一
枚
の
硝
子
板
だ
。
一
個
の
硝
子

丸
な
の
だ
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
現
代
に
於
て
は
我
ら
の
同
士
で
そ
の
背
に

硝
子
を
負
つ
て
ゐ
な
い
者
が
一
人
で
も
あ
る
か
。

　
で
は
「
硝
子
」
と
は
な
に
か
。
そ
れ
に
続
く
「
先
ず
敵
に
我
ら
の
背
の
硝
子

を
破
ら
せ
る
が
い
い
。
自
分
が
硝
子
と
共
に
消
え
れ
ば
仕
方
が
な
い
。
若
し
消
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え
る
ど
こ
ろ
か
却
つ
て
身
軽
に
な
れ
た
ら
、
自
分
は
小
躍
り
し
て
戦
ひ
続
け
よ

う
。」
と
い
う
仮
定
話
法
は
、《
硝
子
》
が
階
級
闘
争
の
重
荷
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
人
が
そ
の
重
荷
か
ら
解
き
放
た
れ
難
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
。

　
小
林
多
喜
二
が
「
党
生
活
者
」（
昭
和
七
年
）
に
「
私
は
こ
れ
で
今
迄
に
残

さ
れ
て
い
た
最
後
の
個
人
的
生
活
の
退
路

─
肉
親
と
の
関
係
を
断
ち
切
つ
て

し
ま
つ
た
」、「
私
に
は
ち
よ
ん
び
り
も
の
個
人
生
活
も
残
ら
な
く
な
つ
た
」
と

書
く
の
は
ず
っ
と
先
の
こ
と
だ
が
、
小
説
「
硝
子
」
の
最
後
に
あ
る
蓉
子
の
夫

の
こ
と
ば
は
、
ゆ
く
り
な
く
も
そ
れ
を
想
起
さ
せ
る
。

　「
で
も
あ
た
し
あ
の
時
分
は
子
供
だ
つ
た
ん
で
す
も
の
ね
。」

　「
そ
り
や
さ
う
さ
。
ほ
か
の
階
級
と
戦
ふ
に
し
て
も
、
ほ
か
の
階
級
を

立
場
と
し
て
自
分
の
階
級
と
戦
ふ
（
７
）に

し
て
も
、
個
人
と
し
て
の
自
分
は
真

先
に
滅
び
る
覚
悟
で
な
く
ち
や
だ
め
だ
。」

　
闘
争
の
重
荷
に
な
る
《
硝
子
》
は
、
す
な
わ
ち
階
級
に
回
収
さ
れ
な
い
「
個

人
と
し
て
の
自
分
」
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
を
捨
て
が
た
い
と
い
う
〈
告
白
）

が
作
中
作
「
硝
子
」
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説

家
の
手
に
な
る
小
説
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
似
て
非
な
る
も
の
と
言
わ
な

ば
な
ら
な
い
。六

　
眼
差
し
、
眼
差
さ
れ
る
者
と
し
て
の
「
蓉
子
」

　
作
中
作
「
硝
子
」
は
あ
る
心
の
変
化
を
「
蓉
子
」
に
も
た
ら
し
た
。
既
述
の

よ
う
に
、
先
行
論
で
は
総
じ
て
小
説
あ
る
い
は
文
学
の
力
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
こ
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
読
も
う
と
す
る
。
し
か
し
変
化
の
中
身
そ
の
も
の
は
十

分
に
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
よ
う
だ
。
何
が
、
ど
う
彼
女
の
心
を
動
か
し
た
の

か
。

　
夫
の
「
彼
」
は
小
説
を
読
み
終
わ
っ
た
妻
を
見
て
、「
こ
ん
な
従
順
な
表
情

を
見
た
こ
と
が
な
い
」
と
驚
き
、「
個
人
と
し
て
の
自
分
は
真
先
に
滅
び
る
覚

悟
で
な
く
ち
や
駄
目
だ
」
と
言
い
な
が
ら
、「
こ
の
小
説
の
中
の
少
女
程
の
可

憐
さ
と
新
鮮
さ
と
を
妻
に
感
じ
た
こ
と
は
昔
か
ら
一
度
も
な
か
つ
た
」
と
感
じ

て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

　
見
落
と
せ
な
い
の
は
、
妻
を
諭
す
「
彼
」
の
こ
と
ば
が
、
作
中
作
の
「
自

分
」
の
考
え
と
ぴ
っ
た
り
重
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
に

と
っ
て
も
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
と
っ
て
も
、「
個
人
と
し
て
の
自
分
」
は
階
級
闘
争

の
ア
キ
レ
ス
腱
だ
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
少
年
職
工
あ
が
り
の
小
説
家
は
そ
れ

を
〈
棄
て
た
い
の
に
棄
て
ら
れ
な
い
〉
と
〈
告
白
）
し
、
夫
は
公
式
主
義
そ
の

ま
ま
の
主
張
を
し
て
「
個
と
し
て
の
自
分
」
を
棄
て
な
い
と
だ
め
だ
と
説
い
て

い
る
。
そ
の
一
致
と
対
称
性
は
極
め
て
興
味
深
い
。

　「
彼
」
を
慌
て
さ
せ
た
「
蓉
子
」
の
変
化
は
、
つ
ま
り
は
「
個
人
と
し
て
の

自
分
」
と
い
う
言
葉
に
関
わ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
夫
」
の
こ
と
ば
に
挟
み

こ
ま
れ
た
こ
れ
は
、
半
ば
読
者
に
向
け
た
説
明
で
あ
っ
て
、
読
み
の
ヒ
ン
ト
と

し
て
受
け
取
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
彼
女
の
変
化
は
具
体
的
に
は
ま
ず
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

小
説
「
硝
子
」
を
読
み
終
わ
る
と
蓉
子
は
遠
く
を
想
ふ
眼
を
し
て
ゐ
た
。

「
あ
の
花
瓶
は
ど
こ
へ
行
つ
た
か
し
ら
。」

彼
は
妻
の
こ
ん
な
従
順
な
表
情
を
見
た
こ
と
が
な
い
。

「
で
も
、
あ
た
し
あ
の
時
分
は
子
供
だ
つ
た
ん
で
す
も
の
ね
。」
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雑
誌
で
読
ん
だ
小
説
は
過
去
の
あ
る
日
の
出
来
事
を
思
い
出
さ
せ
た
。「
遠

く
を
想
ふ
」
心
は
、
追
体
験
を
意
味
し
、
ま
た
そ
こ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
、
少

年
職
工
の
贈
り
物
の
花
瓶
の
行
方
を
尋
ね
る
心
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
裕
福
な
暮
ら
し
の
中
で
は
美
し
い
花
瓶
な
ど
家
に
い
く
つ
も
あ

る
も
の
で
、
普
段
気
に
す
る
こ
と
も
な
い
什
器
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
今
、
そ
の

中
の
一
つ
が
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　「
あ
の
花
瓶
」
に
つ
い
て
、
作
中
作
「
硝
子
」
の
語
り
手
は
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。

　
い
や
自
分
は

─
（
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。）

─
四

五
年
間
絶
え
ず
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
一
少
女
を
対
象
と
し
て
花
瓶
を
作
つ
て
ゐ

た
の
だ
。
自
分
を
階
級
に
目
覚
め
さ
せ
た
の
は
悲
惨
な
労
働
生
活
の
体
験

だ
つ
た
か
。
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
の
一
少
女
に
対
す
る
恋
だ
つ
た
か
。
自
分
は
あ

の
時
血
を
吐
い
て
吐
き
切
つ
て
死
ぬ
の
が
一
番
正
し
か
つ
た
の
だ
。

　
贈
ら
れ
た
花
瓶
が
今
更
に
特
別
な
意
味
を
も
っ
て
思
い
出
さ
れ
た
の
は
、
そ

れ
が
「
蓉
子
」
た
だ
一
人
を
眼
差
し
な
が
ら
作
ら
れ
た
物
だ
と
分
か
っ
た
か
ら

だ
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
恋
が
な
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
恋
を
「
自
分
」
は

死
ぬ
ほ
ど
恥
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　「
で
も
、
あ
た
し
あ
の
時
分
は
子
供
だ
つ
た
ん
で
す
も
の
ね
。」
は
、
夫
と
こ

の
小
説
家
の
両
方
に
向
け
ら
れ
た
弁
明
で
あ
る
。
今
は
も
う
、
あ
の
日
夫
が

「
可
哀
想
な
職
工
は
そ
の
子
一
人
ぢ
や
な
い
」
と
言
っ
た
こ
と
の
意
味
は
よ
く

分
か
っ
て
い
る
。「
と
て
も
可
哀
想
な
こ
と
」
を
見
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の

一
人
だ
け
に
「
お
見
舞
ひ
を
上
げ
て
」
相
手
の
苦
し
み
の
種
を
ま
く
よ
う
な
こ

と
を
し
た
の
は
、
世
の
中
の
こ
と
を
知
ら
な
い
子
供
だ
っ
た
か
ら
だ
。

　
し
か
し
そ
う
言
い
な
が
ら
彼
女
は
、
少
年
職
工
と
の
出
会
い
を
悔
い
も
呪
い

も
し
て
い
な
い
よ
う
だ
。
そ
れ
は
自
分
自
身
が
、
た
だ
一
人
他
な
ら
ぬ
人
と
し

て
眼
差
さ
れ
る
こ
と
の
幸
福
を
初
め
て
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
そ

の
よ
う
に
眼
差
さ
れ
る
自
分
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
た
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た

の
で
あ
る
。

　
夫
の
「
彼
」
は
、
そ
ん
な
彼
女
を
見
な
が
ら
、「
こ
の
小
説
の
中
の
少
女
程

の
可
憐
さ
と
新
鮮
さ
と
を
妻
に
感
じ
た
こ
と
は
昔
か
ら
一
度
も
な
か
つ
た
」
と

思
っ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
書
か
れ
た
の
か
。「
蓉
子
」
が
彼
の
「
許
嫁
」
だ
っ

た
と
い
う
、
作
品
冒
頭
の
設
定
を
回
収
す
る
結
び
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
蓉
子
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
の
許
嫁
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
親
が
決
め
た
関
係
で
あ

る
。「
彼
」
は
そ
れ
に
従
っ
て
結
婚
し
た
の
で
、
彼
み
ず
か
ら
選
ん
だ
相
手
で

は
な
い
。
だ
か
ら
作
中
小
説
の
「
自
分
」
の
よ
う
に
、
他
に
代
え
が
た
い
唯
一

の
存
在
と
し
て
「
蓉
子
」
を
眼
差
し
た
こ
と
な
ど
一
度
も
な
か
っ
た
に
違
い
な

い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
の
登
場
人
物
の
中
で
「
蓉
子
」
だ
け
が
な
ぜ
固
有
名

詞
で
呼
ば
れ
る
の
か
。
先
に
触
れ
た
志
賀
直
哉
の
「
小
僧
の
神
様
」
と
同
じ
く
、

こ
の
作
品
で
も
「
可
哀
想
」
と
い
う
自
身
の
感
情
に
の
み
従
っ
た
行
為
の
結
果

は
や
は
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
志
賀
の
場
合
、
行
為
の
対
象
と
な
っ

た
人
物
の
行
く
末
に
お
い
て
そ
れ
が
計
ら
れ
る
。「
仙
吉
」
だ
け
が
固
有
名
詞

で
呼
ば
れ
た
ゆ
え
ん
だ
ろ
う
。

　
川
端
の
「
硝
子
」
の
場
合
は
、
同
じ
く
「
可
哀
想
」
の
結
果
を
描
い
て
い
る

が
、「
蓉
子
」
だ
け
に
固
有
名
詞
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
作
者
川
端

の
関
心
が
行
為
の
対
象
と
な
っ
た
人
物
に
で
は
な
く
、
そ
の
感
情
と
行
為
の
主
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体
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
対
象
と
な
っ
た
方
の
「
少
年
職
工
」
の
行
く

末
に
生
じ
た
結
果
（
小
説
家
に
な
っ
た
こ
と
）
は
、
幸
い
と
も
不
幸
と
も
判
じ

難
い
が
、
そ
れ
は
作
品
に
と
っ
て
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
「
蓉
子
」
の
夫
が
彼
女
に
説
い
た
言
葉
と
、
作
中
作
の

「
自
分
」
の
苦
悩
が
、
そ
の
公
式
主
義
的
発
想
に
お
い
て
裏
表
の
関
係
に
あ
る

こ
と
を
述
べ
た
。「
個
人
と
し
て
の
自
分
」
を
棄
て
な
け
れ
ば
階
級
闘
争
を
戦

う
資
格
が
な
い
と
信
じ
る
点
で
、
二
人
が
全
く
同
類
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の

は
ま
こ
と
に
可
笑
し
い
。
で
は
も
う
一
人
の
登
場
人
物
の
名
前
が
な
ぜ
「
蓉

子
」
な
の
か
。

　「
蓉
」
の
文
字
は
芙
蓉
と
結
び
つ
く
。
芙
蓉
は
木
に
咲
く
花
だ
が
蓮
の
花
の

異
称
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
水
芙
蓉
と
も
呼
ば
れ
る
蓮
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

連
想
が
あ
る
が
、
泥
の
池
に
咲
く
美
し
い
花
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
濁
り
江
に

染
ま
ぬ
花
（
８
）」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
広
く
共
有
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
「
蓉
子
」

の
名
は
、
階
級
闘
争
の
泥
沼
に
あ
っ
て
そ
の
濁
り
に
染
ま
ら
な
い
存
在
の
暗
示

で
あ
る
。

　「
蓉
子
」
が
一
人
な
ぜ
そ
う
な
の
か
。
こ
の
作
品
は
「
可
哀
想
」
と
い
う
自

ら
の
思
い
に
従
っ
た
行
為
に
よ
っ
て
彼
女
を
弁
別
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
夫
」

と
作
中
作
の
小
説
家
「
自
分
」
が
等
し
く
否
定
し
よ
う
と
し
た
も
の
に
通
じ
て

い
る
、
す
な
わ
ち
「
個
人
と
し
て
の
自
分
」
を
階
級
よ
り
優
先
す
る
意
識
で
あ

る
。

七
　
志
賀
直
哉
の
影

　
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
よ
う
に
、
濁
り
の
中
か
ら
独
り
ぬ
け
出
て
咲
く
美
し

い
蓮
の
花
を
暗
示
す
る
「
蓉
子
」
の
形
象
化
は
、「
個
人
と
し
て
の
自
分
」
と

い
う
こ
と
ば
と
つ
な
が
っ
て
、
当
時
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
流
行
と
時
代
を
共

に
し
た
川
端
自
ら
の
文
学
に
関
わ
る
姿
勢
、
自
己
決
定
の
あ
り
方
と
し
て
ま
ず

読
め
る
。

　
し
か
し
そ
れ
以
上
に
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
小
説
と
志
賀
直
哉
の
「
小
僧
の

神
様
」
と
の
響
き
合
い
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
硝
子
」
は
、
志
賀
文
学
の
テ
ー
マ

を
強
く
意
識
し
そ
れ
を
自
分
流
に
継
承
す
る
川
端
の
立
場
を
も
明
ら
か
に
示
し

た
作
品
と
し
て
も
読
め
る
の
で
あ
る
。

　
川
端
文
学
の
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
中
短
編
を
読
ん
で
い
る
と
、
そ
の

あ
ち
こ
ち
に
志
賀
直
哉
の
影
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
「
伊
豆
の
踊

子
」
の
終
わ
り
方
に
あ
る
「
私
は
鳥
打
帽
を
脱
い
で
栄
吉
の
頭
に
か
ぶ
せ
て
や

つ
た
」
と
い
う
シ
ー
ン
は
、
志
賀
直
哉
の
「
真
鶴
」
に
見
え
る
「
彼
は
不
図
憶

ひ
出
し
て
、
自
分
の
か
ぶ
つ
て
ゐ
た
水
兵
帽
を
取
つ
て
弟
に
か
ぶ
せ
て
や
つ

た
。」
の
パ
ス
テ
ィ
ー
シ
ュ
か
も
知
れ
な
い
。

　
し
か
し
川
端
文
学
と
志
賀
直
哉
の
文
学
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　
大
野
亮
司
は
「
川
端
康
成
の
志
賀
直
哉
理
解
に
つ
い
て
（
９
）」
の
中
で
、
晩
年
の

川
端
が
「
長
年
に
わ
た
る
愛
着
」
を
表
明
し
な
が
ら
、「
個
々
の
作
品
を
対
象

と
し
た
言
及
そ
の
も
の
が
少
な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
、「
志
賀
と
そ
の
作
品
へ

の
愛
着
が
明
白
に
認
め
ら
れ
、
志
賀
を
め
ぐ
る
文
章
も
そ
れ
な
り
に
は
存
在
す

る
に
も
か
か
わ
ら
す
、
言
及
さ
れ
て
い
る
内
容
は
抽
象
的
か
、
人
間
関
係
的
興

味
に
還
元
さ
れ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り

志
賀
文
学
か
ら
の
影
響
を
具
体
的
に
つ
か
む
手
が
か
り
に
乏
し
い
の
が
実
情
で
、
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横
光
利
一
の
場
合
と
比
べ
る
と
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
気
が
す
る
。

　
川
端
に
限
ら
ず
、
あ
る
作
家
が
他
の
作
家
か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
は
、
材
料
の
問
題
を
初
め
と
し
て
簡
単
に
は
い
か
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

た
だ
「
硝
子
」
を
読
み
な
が
ら
考
え
て
き
た
よ
う
に
、
川
端
文
学
の
初
中
期
に

は
「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
」（
高
橋
博
史
）
（1
（

）
と
い
う
志
賀
文
学
の
メ
イ
ン
テ
ー
マ

の
影
が
確
か
に
認
め
ら
れ
る
。
や
は
り
〈
掌
の
小
説
〉
の
一
つ
で
「
硝
子
」
の

し
ば
ら
く
後
に
発
表
さ
れ
た
「
神
い
ま
す
」〈
大
正
十
五
年
七
月
『
若
草
』）
に

は
、「
硝
子
」
と
は
対
照
的
な
願
望
が
描
か
れ
て
い
る
。〈
私
〉
を
め
ぐ
る
欲
求

の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
は
、
さ
す
が
に
志
賀
と
異
な
る
新
し
さ
で
あ
り
、
そ
れ
と

ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
行
っ
た
の
か
を
読
む
の
が
、
川
端
文
学
の
大
き
な
興

味
の
一
つ
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

注
１
　�

森
晴
雄
「
硝
子
─
小
説
の
力
─
」（『
詩
魂
の
源
流
　
掌
の
小
説
』
昭
和
五
十
二
年

三
月
　
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
）。

２
　
原
善
「
硝
子
」（『
論
集
　
川
端
康
成
─
掌
の
小
説
』
平
成
十
三
年
三
月
　
お
う
ふ

う
）。
な
お
、
原
は
こ
の
論
文
で
は
入
れ
子
型
の
作
品
構
造
に
即
し
て
、
作
中
作
に
つ

い
て
は
〈
硝
子
〉、
そ
れ
を
ふ
く
め
た
小
説
全
体
を
指
す
と
き
は
「
硝
子
」
の
表
記
を

用
い
て
い
る
。

３
　
許
嫁
と
の
結
婚
で
知
ら
れ
た
例
と
し
て
は
斎
藤
茂
吉
が
あ
る
。
相
手
の
輝
子
を
詠

ん
だ
「
を
さ
な
妻
」
の
歌
が
あ
り
、
そ
れ
を
収
め
た
歌
集
『
赤
光
』（
大
正
二
年
）
は

川
端
も
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
　

４
　
馬
場
重
行
「
硝
子
」（
田
中
実
・
馬
場
重
行
・
原
善
編
『
対
照
読
解
　
川
端
康
成

〈
こ
と
ば
〉
の
仕
組
み
』
一
九
九
四
年
二
月
一
五
日
　
蒼
丘
書
林
）。��

５
　
拙
稿
「
志
賀
直
哉
「
小
僧
の
神
様
」
を
読
む
」（
平
成
十
一
年
三
月
『
成
蹊
国
文
』）

参
照
。����

６
　
田
山
花
袋
「
私
の
ア
ン
ナ
・
マ
ー
ル
」（『
東
京
の
三
十
年
』
一
九
九
八
年
九
月
一

〇
日
　
講
談
社
文
芸
文
庫
）。

７
　
憶
測
な
が
ら
、
有
島
武
郎
の
「
宣
言
一
つ
」（
大
正
十
一
年
一
月
『
改
造
』）
が
、

こ
の
小
説
を
書
く
川
端
の
記
憶
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

８
　『
図
説
俳
句
大
歳
時
記
　
夏
』（
昭
和
三
九
年
八
月
　
角
川
書
店
）。

９
　「
川
端
康
成
の
志
賀
直
哉
理
解
に
つ
い
て
─
文
芸
評
論
・
随
想
等
か
ら
見
て
─
」

（
田
村
充
正
・
馬
場
重
行
・
原
善
編
『
川
端
文
学
の
世
界
４
　
そ
の
背
景
』
平
成
十
一

年
五
月
三
〇
日
　
勉
誠
出
版
）。

10
　
高
橋
博
史
「
他
な
ら
ぬ
こ
の
私
と
い
う
幻
想
─
志
賀
直
哉
の
〈
私
〉」（
西
島
孜
哉

編
『
日
本
文
学
の
男
性
像
』
一
九
九
四
年
五
月
一
〇
日
　
世
界
思
想
社
）
参
照
。

※��

「
硝
子
」
本
文
の
引
用
は
『
川
端
康
成
全
集
第
一
巻
』（
平
成
十
一
年
十
月
二
十
日
　
新

潮
社
）、
志
賀
直
哉
の
作
品
の
引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集
　
第
３
三
巻
』
一
九
七
三
年
九

月
十
八
日
　
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。

（
は
や
し
・
ひ
ろ
ち
か
　
本
学
教
授
）


