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は
じ
め
に

　

木
々
高
太
郎
「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」（
初
出
時
、「
わ
が
女
学
生
時
代
の

犯
罪
」）
は
、『
宝
石
』
一
九
四
九
年
三
〜
一
二
月
号
、
一
九
五
〇
年
二
〜
五
月

号
、
九
月
号
、
一
一
月
号
、
そ
し
て
〔
解
決
篇
〕
が
一
九
五
一
年
一
二
月
号
と
、

三
年
に
亘
り
断
続
的
に
連
載
さ
れ
た
。
戸
川
安
宣
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
中
絶

を
は
さ
む
長
期
連
載
で
あ
っ
た
た
め
、「
随
所
に
辻
褄
の
合
わ
な
い
箇
所
が
生

じ
」「
単
行
本
化
に
際
し
、
タ
イ
ト
ル
や
章
立
て
の
改
変
ば
か
り
で
な
く
、
終

章
近
く
の
一
場
面
を
小
説
の
冒
頭
に
も
っ
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
構
成
の
大
幅

な
変
更
ま
で
行
っ
て
い
る
）
1
（

」。

　

か
よ
う
に
構
成
上
の
問
題
を
孕
ん
だ
作
品
で
は
あ
る
が
、
他
方
で
は
中
島
河

太
郎
や
澁
澤
龍
彦
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
精
神
分
析
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
挑
ん

だ
「
力
作
」
と
し
て
の
評
価
も
あ
る
）
2
（

。
そ
れ
で
は
本
作
は
、
探
偵
小
説
と
精
神

分
析
と
い
う
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
た
作
品
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
前
史
と
し
て
、
近
代
日
本
に
お
け
る
フ
ロ
イ
ト
精
神
分

析
の
受
容
、
そ
し
て
そ
の
探
偵
小
説
へ
の
影
響
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
触
れ
て

お
き
た
い
。

　

曾
根
博
義
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
や
性
欲
論
は
、
一
九
〇
〇

年
代
に
は
早
く
も
日
本
の
心
理
学
者
の
一
部
に
は
知
ら
れ
、
文
学
者
で
は
森
鷗

外
や
木
下
杢
太
郎
が
い
ち
は
や
く
関
心
を
示
し
て
い
た
。
や
が
て
上
野
陽
一
の

心
理
学
研
究
会
と
雑
誌
『
心
理
研
究
』（
一
九
一
二
年
一
月
〜
一
九
二
五
年
一

〇
月
）
お
よ
び
中
村
古
峡
の
日
本
精
神
医
学
会
と
雑
誌
『
変
態
心
理
』（
一
九

一
七
年
一
〇
月
〜
一
九
二
六
月
一
〇
月
）
に
よ
り
一
般
的
に
普
及
し
て
ゆ
く
）
3
（

。

そ
し
て
探
偵
小
説
界
に
お
い
て
は
、
江
戸
川
乱
歩
は
明
智
小
五
郎
を
し
て
「
物

質
的
な
証
拠
な
ん
て
も
の
は
、
解
釈
の
仕
方
で
ど
う
で
も
な
る
も
の
で
す
よ
。

い
ち
ば
ん
い
ゝ
探
偵
法
は
、
心
理
的
に
人
の
心
の
奥
底
を
見
抜
く
こ
と
で
す
）
4
（

」

と
言
わ
し
め
、
長
谷
川
天
渓
は
「
そ
の
（
無
意
識
の
・
稿
者
注
）
研
究
者
は
、

心
理
の
探
偵
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
、
一
種
の
探
偵
報
告
で
あ
る
。
精
神
分
析

学
は
、
心
理
探
偵
学
と
も
称
す
べ
き
も
の
で
、
探
偵
小
説
作
家
の
、
ま
さ
に
考

究
す
べ
き
処
女
地
で
あ
る
）
5
（

」
と
説
い
た
。
こ
の
よ
う
に
大
正
末
期
に
探
偵
小
説

は
「「
心
」
へ
の
眼
差
し
が
収
斂
す
る
ひ
と
つ
の
場
と
な
っ
て
い
た
）
6
（

」
と
一
柳

廣
孝
は
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
乱
歩
、
天
渓
の
上
記
の
作
品
や
論
が
掲
載
さ

れ
た
〈
探
偵
小
説
の
メ
ッ
カ
）
7
（

〉『
新
青
年
』
に
お
い
て
、
一
九
二
八
年
六
月
に

水
上
呂
理
が
「
精
神
分
析
」
で
デ
ビ
ュ
ー
し
、
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
よ
っ

精
神
分
析
の
隘
路

│
木
々
高
太
郎
「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
を
中
心
に
│

鈴

木

優

作



─ 82 ─

鈴木優作　精神分析の隘路

て
神
経
症
か
ら
起
こ
っ
た
犯
罪
が
解
か
れ
て
ゆ
く
。

　

ま
た
、
昭
和
四
年
に
は
春
陽
堂
書
店
、
ア
ル
ス
か
ら
フ
ロ
イ
ト
翻
訳
全
集
出

版
が
始
め
ら
れ
）
8
（

、「
フ
ロ
イ
ト
・
ブ
ー
ム
」
が
ピ
ー
ク
を
迎
え
る
）
9
（

。

　

さ
て
、
本
稿
に
て
ま
ず
焦
点
化
し
た
い
の
は
、
本
作
に
お
い
て
精
神
分
析
が

い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
、

ひ
と
ま
ず
梗
概
を
記
し
て
お
く
。

　

女
学
生
木
村
り
み
子
は
、
同
姓
同
名
の
木
村
里
美
子
と
同
性
愛
の
関
係
に

あ
っ
た
。
し
か
し
里
美
子
は
、
卒
業
と
同
時
に
富
田
）
10
（

銀
二
に
嫁
い
で
し
ま
う
。

り
み
子
は
妊
娠
が
発
覚
し
、
そ
の
相
手
は
養
父
の
弟
で
画
家
の
兼
雄
だ
と
い
う
。

そ
の
子
は
り
み
子
の
両
親
が
自
分
達
の
子
と
し
て
育
て
る
こ
と
に
す
る
。
し
か

し
女
子
大
に
通
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
り
み
子
に
は
精
神
病
の
兆
候
が
見
ら
れ
、

大
心
池
の
病
院
に
入
院
と
な
っ
た
。
語
り
手
・
津
村
が
精
神
分
析
を
担
当
す
る

が
、
捗
々
し
く
な
い
。
あ
る
日
、
り
み
子
の
娘
久
江
が
さ
ら
わ
れ
て
し
ま
う
。

大
心
池
は
り
み
子
を
精
神
分
析
す
る
が
、
り
み
子
は
夜
に
病
院
を
脱
出
す
る
。

そ
こ
で
大
心
池
は
津
村
に
り
み
子
を
探
偵
す
る
よ
う
命
じ
る
。
津
村
は
り
み
子

の
実
家
や
富
田
の
身
辺
、
兼
雄
の
郷
里
な
ど
を
訪
ね
、
り
み
子
が
女
学
生
時
代

を
過
ご
し
た
木
村
邸
に
行
き
つ
い
た
が
、
そ
こ
で
は
兼
雄
が
死
ん
で
い
た
。

（
先
の
戸
川
の
指
摘
の
よ
う
に
単
行
本
化
の
際
は
こ
こ
に
「
構
成
の
大
幅
な
変

更
」
が
あ
る
。
こ
の
木
村
邸
で
の
兼
雄
の
死
の
場
面
が
語
り
の
現
在
と
し
て
作

品
冒
頭
と
な
り
、
り
み
子
の
精
神
分
析
か
ら
津
村
に
よ
る
探
偵
行
為
ま
で
が
、

津
村
が
青
酸
の
中
毒
で
意
識
を
失
う
間
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
・
稿
者
注
）
大
心

池
が
現
場
に
赴
き
事
件
を
推
理
、
解
決
す
る
。
死
因
は
絵
の
具
に
混
ぜ
て
あ
っ

た
青
酸
の
中
毒
で
あ
り
、
銀
二
が
里
美
子
を
殺
す
た
め
持
っ
て
い
た
も
の
を
、

里
美
子
が
間
違
え
て
兼
雄
に
送
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
り
み
子
の
妊
娠

は
、
当
時
銀
二
と
肉
体
の
交
渉
の
あ
っ
た
里
美
子
が
り
み
子
と
も
交
渉
を
も
っ

た
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
り
み
子
は
妊
娠
の
真
相
に
迫
る
兼
雄
や
銀
二
か
ら

身
の
危
険
を
感
じ
、
詐
病
で
精
神
病
院
に
入
院
し
た
の
だ
。
久
江
を
さ
ら
っ
た

の
は
銀
二
だ
と
確
信
し
た
り
み
子
は
脱
走
後
に
久
江
を
取
り
戻
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
精
神
病
患
者
（
と
さ
れ
る
）
り
み
子
に
対
し
語
り
手
で
あ
る

津
村
が
精
神
分
析
を
施
す
の
だ
が
、
そ
れ
が
思
う
よ
う
に
進
ま
ず
、
効
果
を
上

げ
な
い
。
そ
れ
は
、
被
分
析
者
の
り
み
子
が
分
析
さ
れ
る
こ
と
に
「
抵
抗
」

（
こ
の
「
抵
抗
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
）
し
て
い
る
た
め
で

あ
る
。
探
偵
小
説
に
お
け
る
精
神
分
析
と
い
う
視
座
か
ら
し
て
本
作
が
特
徴
的

な
の
は
、
そ
れ
が
推
理
の
道
具
で
あ
り
な
が
ら
、
有
効
で
な
い
道
具
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
探
偵
小
説
に
お
い
て
精
神

分
析
が
用
い
ら
れ
る
際
、
探
偵
な
り
探
偵
役
の
人
物
が
、
理
論
を
当
て
は
め
て

一
方
的
に
解
釈
を
下
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
、
本
作
で
は
専
門
の
精
神
医
学
者
が
、

フ
ロ
イ
ト
が
精
神
分
析
を
す
る
際
に
用
い
た
自
由
連
想
法
に
よ
っ
て
精
神
分
析

を
行
う
。
つ
ま
り
、
分
析
主
体
の
属
性
と
実
施
方
法
が
異
な
る
。
前
者
が
理
論

的
精
神
分
析
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
な
ら
ば
、
後
者
は
そ
れ
に
対
し
臨
床
的
精

神
分
析
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
横
井
司
も
本
作
に
つ
い
て
「
フ
ロ
イ
ト
の

精
神
分
析
学
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
そ
の
理
論
を
応
用
す
る
さ
い
の
臨
床
現
場
に

お
け
る
問
題
点
を
扱
っ
て
い
る
）
11
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
作
に
お
け
る
臨
床

的
精
神
分
析
と
そ
れ
に
よ
っ
て
露
呈
し
た
精
神
分
析
の
限
界
に
つ
い
て
考
察
す

る
こ
と
で
、
新
た
に
生
ま
れ
る
探
偵
行
為
の
方
向
性
を
見
出
し
た
い
。

　

一
「「
網
膜
脈
視
症
」「
就
眠
儀
式
」
の
中
の
精
神
分
析
」
に
お
い
て
は
、
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木
々
が
「
精
神
分
析
を
と
り
扱
つ
た
」
と
言
及
す
る
三
作
品
の
内
、
戦
前
の
二

作
を
挙
げ
、
精
神
分
析
が
有
効
な
推
理
ア
イ
テ
ム
で
あ
り
、
フ
ロ
イ
ト
に
絶
対

的
権
威
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
二
「「
わ
が
女
学
生

時
代
の
罪
」
の
中
の
精
神
分
析
」
に
お
い
て
は
、
本
作
に
お
け
る
精
神
分
析
が

前
二
作
と
は
異
な
り
無
効
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
さ
ら
に
三
「
臨

床
的
精
神
分
析
の
受
容
」
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
を
国
内
の
臨
床
的
精
神
分
析

の
受
容
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
。
最
後
に
四
「「
探
偵
」
す
る
「
私
」」
に
お

い
て
は
、
精
神
分
析
の
無
効
性
が
齎
し
た
探
偵
行
為
の
変
容
に
つ
い
て
考
察
し

た
い
。

一　
「
網
膜
脈
視
症
」「
就
眠
儀
式
」
の
中
の
精
神
分
析

　

精
神
分
析
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
木
々
高
太
郎
の
作
品
は
、
本
作
の
み
で
は
な

い
。「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
発
表
時
点
で
は
、
処
女
作
「
網
膜
脈
視
症
」

（『
新
青
年
』
一
九
三
四
年
一
一
月
）
お
よ
び
「
就
眠
儀
式
」（『
ぷ
ろ
ふ
い
る
』

一
九
三
五
年
六
月
）
が
先
行
作
品
と
し
て
あ
る
。
本
作
と
合
わ
せ
た
三
作
に
つ

い
て
、
木
々
は
本
作
〔
解
決
篇
〕
冒
頭
の
「
作
者
の
言
葉
」
の
中
で
次
の
よ
う

に
言
及
し
て
い
る
。

　

こ
れ
で
精
神
分
析
を
と
り
扱
つ
た
作
者
の
も
の
は
「
網
膜
脈
視
症
」

「
就
眠
儀
式
」
と
こ
の
作
品
の
三
つ
と
な
る
が
、
そ
の
い
づ
れ
も
、
精
神

分
析
学
者
達
の
定
説
を
超
へ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
考
へ
方
が
入
つ
て
ゐ
る
（
1
2
）。

　
「
そ
の
い
づ
れ
も
、
精
神
分
析
学
者
達
の
定
説
を
超
へ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
考

へ
方
が
入
つ
て
ゐ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
三
作
そ
れ
ぞ
れ
に
精
神
分
析
に
対
す

る
何
ら
か
の
見
解
を
含
ま
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
「
網
膜
脈
視
症
」

に
お
い
て
は
、「
精
神
分
析
と
条
件
反
射
の
融
合
」
の
「
実
験
」
で
あ
る
と
飯

塚
数
人
は
述
べ
て
い
る
）
13
（

。
ま
た
、「
就
眠
儀
式
」
に
お
い
て
は
、「
経
済
上
の
問

題
」
の
「
エ
デ
ィ
プ
ス
観
念
群
」
へ
の
影
響
が
患
者
に
見
出
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
三
作
を
つ
な
ぐ
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
精
神
分
析
に
対
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル

な
考
え
を
提
起
す
る
、
と
い
う
枠
自
体
は
全
く
変
わ
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
三
作
に
お
け
る
精
神
分
析
の
地
位
が
、

変
化
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
作
品
を
追
う
ご
と
に
そ
の

地
位
が
徐
々
に
揺
ら
い
で
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
、
一
作
ご
と
に
確
認

し
て
い
こ
う
。
た
だ
し
三
作
目
の
「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
に
つ
い
て
は
、

本
稿
の
主
た
る
分
析
対
象
で
あ
る
た
め
、
次
章
で
一
章
を
割
き
、
よ
り
詳
ら
か

に
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、「
網
膜
脈
視
症
」
で
あ
る
。
こ
の
作
は
、
父
親
が
上
海
か
ら
帰
っ
て

く
る
と
、
急
に
火
が
見
え
る
と
騒
い
だ
男
の
子
松
村
真
一
を
、
大
心
池
が
、
何

か
神
経
症
の
原
因
と
網
膜
脈
視
と
が
結
合
し
て
い
る
と
し
て
、
精
神
分
析
に
よ

り
追
及
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
精
神
分
析
に
万
能
的
な
イ
メ
ー
ジ
が

与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
イ
コ
ン
と
し
て
フ
ロ
イ
ト
が
登
場
す
る
。

『
先
生
、
神
経
症
と
言
ふ
の
は
面
白
い
も
の
で
す
ね
。
精
神
病
学
で
は
最

も
理
論
的
の
部
門
で
す
ね
』

『
最
も
と
は
言
へ
ぬ
が
、
フ
ロ
イ
ド
が
出
て
か
ら
理
論
的
に
な
つ
た
。
精

神
分
析
と
言
ふ
と
、
皆
が
厭
が
る
。
あ
れ
は
精
神
分
析
の
理
論
を
、
神
経

症
だ
け
で
な
く
、
正
常
人
に
も
及
ぼ
さ
う
と
す
る
か
ら
、
厭
が
ら
れ
る
の

だ
が
、
実
は
フ
ロ
イ
ド
自
身
に
も
、
さ
う
し
た
癖
と
い
う
か
、
好
み
と
言

ふ
か
、
あ
る
の
だ
ね
。
然
し
兎
に
角
、
精
神
病
学
を
、
病
理
学
と
解
剖
学
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の
桎
梏
か
ら
脱
せ
し
め
て
、
生
理
学
と
合
流
さ
せ
た
フ
ロ
イ
ド
の
大
功
績

は
無
視
し
て
は
な
ら
ぬ
ね
』

『
然
し
、
岡
村
君
、
子
供
一
人
を
手
頼
り
に
、
此
れ
だ
け
の
分
析
解
釈
の

出
来
る
腕
を
持
つ
て
ゐ
る
者
は
、
世
界
に
四
人
し
か
ゐ
な
い
筈
だ
。
一
人

は
フ
ロ
イ
ド
先
生
だ
。
フ
ロ
イ
ド
門
下
に
、
オ
ツ
ト
ー
・
ラ
ン
ク
と
言
ふ

の
が
ゐ
る
。
あ
れ
だ
。
そ
れ
か
ら
、
此
の
大
心
池
だ
。
も
う
一
人
、
そ
れ

は
君
の
正
に
享
有
す
べ
き
名
誉
だ
。
そ
の
名
誉
を
私
が
守
つ
て
あ
げ
る
。

（
後
略
）』

　

そ
し
て
、
万
能
で
あ
る
精
神
分
析
の
イ
コ
ン
と
し
て
の
フ
ロ
イ
ト
、
そ
の
弟

子
で
あ
る
大
心
池
、
さ
ら
に
そ
の
弟
子
岡
村
も
「
腕
」
や
「
名
声
」、「
名
誉
」

を
保
証
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
で
、
精
神
分
析
に
よ
る
推
理
か
ら
捕
え
ら

れ
た
犯
人
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
ど
う
も
子
供
つ
て
や
つ
、
六
年
も
た
つ
て
か
ら
証
人
に
な
り
や
が
る
ん

で
、
始
末
の
わ
る
い
も
の
で
す
ね
え
。
そ
れ
に
精
神
分
析
と
や
ら
言
ふ
術

は
、
こ
は
い
も
ん
で
す
ね
え
』

　

こ
こ
に
は
精
神
分
析
を
知
る
者
と
知
ら
ぬ
者
の
間
の
格
差
が
表
れ
て
い
る
。

前
者
が
勝
者
と
し
て
の
探
偵
で
あ
り
、
後
者
が
敗
者
と
し
て
の
犯
罪
者
で
あ
る
。

こ
の
図
式
は
、
水
上
呂
理
や
乱
歩
作
品
で
お
な
じ
み
の
、
精
神
分
析
と
い
う
知

の
所
有
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
る
探
偵
と
犯
罪
者
の
優
劣
関
係
で
あ
る
。

　

次
に
、「
就
眠
儀
式
」
で
あ
る
。
こ
の
作
は
、
就
眠
儀
式
に
囚
わ
れ
た
水
尾

子
に
対
し
、
大
心
池
や
学
生
の
川
本
が
精
神
分
析
を
試
み
、
こ
れ
が
水
尾
子
の

家
庭
の
経
済
問
題
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
探
っ
て
ゆ
く
物
語
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
に
大
心
池
が
フ
ロ
イ
ト
の
下
で
学
ん
で
い
た
こ
と
も
明

か
さ
れ
る
。
や
は
り
、
フ
ロ
イ
ト
と
の
連
続
性
が
大
心
池
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「（
前
略
）
僕
は
、Psychische M

enstruation

（
精
神
的
月
経
）
と
言

ふ
や
う
な
仮
定
す
ら
し
て
い
ゝ
と
言
ふ
大
胆
な
論
文
を
書
い
た
こ
と
も
あ

る
よ
。
フ
ロ
イ
ド
の
と
こ
ろ
に
ゐ
た
頃
の
こ
と
だ
つ
た
。

│
ウ
イ
ー
ン

の
あ
の
初
夏
の
こ
と
だ
つ
た

│
も
う
二
十
年
も
前
に
な
る
が
…
…
」

　

そ
し
て
、「
そ
れ
は
や
は
り
精
神
分
析
療
法
を
施
し
た
ら
効
果
あ
る
も
の
と

思
ふ
ね
」
と
い
う
大
心
池
の
勧
め
で
学
生
の
川
本
が
水
尾
子
を
分
析
す
る
。

　

し
か
し
、
川
本
の
分
析
は
功
を
奏
し
な
い
。
そ
こ
で
大
心
池
が
水
尾
子
に
い

く
つ
か
の
質
問
を
し
、
分
析
を
加
え
る
こ
と
で
物
語
が
展
開
す
る
。
こ
の
よ
う

に
「
網
膜
脈
視
症
」
で
は
精
神
分
析
が
万
能
で
は
な
い
の
だ
が
、
川
本
の
精
神

分
析
の
失
敗
が
却
っ
て
大
心
池
の
精
神
分
析
を
呼
び
込
み
引
き
立
て
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
た
め
、
あ
く
ま
で
も
大
心
池
に
よ
る
精
神
分
析
は
絶
対
化
さ
れ
た

ま
ま
で
あ
る
。「
網
膜
脈
視
症
」「
就
眠
儀
式
」
に
お
い
て
は
、
精
神
分
析
や
そ

の
イ
コ
ン
と
し
て
の
フ
ロ
イ
ト
が
、
直
接
的
に
せ
よ
間
接
的
に
せ
よ
推
理
ア
イ

テ
ム
と
し
て
有
効
性
や
権
威
を
保
証
さ
れ
て
物
語
を
解
決
へ
と
導
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

小
松
史
生
子
は
、「
就
眠
儀
式
」
に
つ
い
て
「
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
の
言
説

を
露
骨
に
レ
ト
リ
ッ
ク
に
流
し
込
む
よ
う
な
作
風
」
と
述
べ
、
そ
こ
か
ら
「
一

歩
抜
け
出
し
、
永
遠
の
謎
（
ミ
ス
テ
リ
ー
）
と
し
て
妄
想
さ
れ
る
〈
女
ご
こ

ろ
〉
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
て
い
く
傾
向
」
の
あ
る
作
品
と
し
て
「
折
蘆
」（『
報

知
新
聞
』
一
九
三
七
年
一
〜
六
月
）
を
評
価
し
て
い
る
）
14
（

。
方
向
性
こ
そ
違
え
ど
、
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「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
流
し
込
み
」
か
ら
脱
し

て
い
く
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

二　
「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
の
中
の
精
神
分
析

　

さ
て
、
以
上
二
作
の
延
長
線
上
に
「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
が
位
置
す
る

の
で
あ
る
が
、
本
作
に
お
い
て
は
、
精
神
分
析
の
困
難
さ
が
津
村
に
よ
っ
て
至

る
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
て
い
る
。
津
村
は
り
み
子
を
精
神
分
析
す
る
の
だ
が
、
一

向
に
そ
れ
が
進
ま
な
い
。

　

夢
の
分
析
を
し
た
日
、
私
は
患
者
木
村
り
み
子
の
二
つ
の
夢
を
執
拗
に

考
へ
て
ゐ
た
。
ど
う
し
て
も
判
ら
な
い
。

│
私
に
は
何
の
想
像
力
も
な

い
の
で
あ
ら
う
か
。
こ
ん
な
特
異
な
、
そ
し
て
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る
夢
を

得
て
ゐ
る
の
に
、
フ
ロ
イ
ド
の
公
式
を
い
く
ら
適
応
し
て
み
よ
う
と
し
て

も
、
全
く
手
懸
り
が
な
い

│
少
く
と
も
私
に
は
発
見
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
の
で
あ
る
。

　

精
神
分
析
と
言
ふ
こ
と
を
、
フ
ロ
イ
ド
が
は
じ
め
て
以
来
、
そ
の
手
法

に
つ
い
て
は
い
ろ
〳
〵
研
究
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
、
私
共
が
そ
の
原
著

を
よ
み
、
そ
の
学
理
に
通
じ
た
だ
け
で
、
さ
て
分
析
に
従
つ
て
み
る
と
、

困
難
百
出
で
、
た
う
と
う
失
敗
し
て
了
ふ
と
い
う
例
が
い
く
つ
か
あ
つ
た
。

　

や
が
て
、
私
共
は
、
本
に
も
書
い
て
な
い
、
そ
し
て
学
理
の
う
ち
に
も

入
つ
て
ゐ
な
い
一
つ
の
大
切
な
原
理
を
さ
と
る
に
到
つ
た
。

　

そ
の
原
理
と
は
何
か
。

　

極
め
て
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
一
つ
の
テ
ー
ゼ
と
し
て
言

ひ
表
は
し
て
み
る
と
「
こ
ち
ら
に
判
つ
て
ゐ
な
い
も
の
は
、
決
し
て
判
ら

な
い
」
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
は
、
フ
ロ
イ
ト
や
精
神
分
析
の
絶
対
的
権
威
性
、
有
効
性
は
失
わ
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、
津
村
の
精
神
分
析
が
進
ま
ぬ
中
、
大
心
池
は
津
村
に
「
探
偵
」
を
す

る
よ
う
命
じ
、
大
心
池
自
身
が
り
み
子
の
精
神
分
析
に
当
た
る
。
こ
の
展
開
は

「
就
眠
儀
式
」
と
同
型
で
あ
り
、「
就
眠
儀
式
」
に
お
け
る
川
本
が
「
わ
が
女
学

生
時
代
の
罪
」
に
お
け
る
津
村
と
同
じ
役
割

│
大
心
池
の
精
神
分
析
の
引
き

立
て
役

│
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
実
際
は
、
大
心
池
の

精
神
分
析
に
お
け
る
問
い
か
け
の
答
え
は
、
り
み
子
の
父
親
か
ら
聞
い
た
情
報

に
よ
り
既
に
大
心
池
の
手
中
に
あ
る
。
大
心
池
の
狙
い
は
精
神
分
析
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
問
い
の
後
に
あ
る
、
陽
動
作
戦
で
あ
る
。

　

大
心
池
は
り
み
子
に
、
三
つ
の
質
問
を
す
る
。
一
点
は
、
木
村
兼
雄
の
描
い

た
り
み
子
の
肖
像
画
が
、
よ
く
自
分
を
描
け
て
い
る
よ
う
に
思
う
か
。「
む
し

ろ
、
あ
な
た
の
嫌
ひ
な
や
う
に
出
来
て
了
つ
た
の
で
は
な
い
の
で
す
か
」。
二

点
目
は
、
そ
の
絵
が
、
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
知
っ
て
い
る
か
。「
木
村
兼
雄

画
伯
が
は
じ
め
て
か
い
た
あ
な
た
の
肖
像
は
ど
こ
へ
行
つ
た
か
判
ら
ず
、
そ
れ

を
複
写
し
た
肖
像
を
、
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
に
売
り
つ
け
た
の
だ
と
想
像
な
さ

い
ま
せ
ん
か
」。
三
点
目
は
、
自
分
の
娘
で
あ
る
久
江
を
「
ち
つ
と
も
可
愛
い

い
と
思
ひ
ま
せ
ん
か
」。
こ
の
よ
う
に
、
問
い
方
自
体
が
誘
導
尋
問
ら
し
さ
を

帯
び
て
す
ら
い
る
。
そ
し
て
精
神
分
析
を
終
え
た
大
心
池
は
、
一
旦
立
ち
去
り

「
突
然
あ
わ
て
た
や
う
に
」
部
屋
に
再
び
入
っ
て
来
る
。
そ
し
て
、
り
み
子
に

娘
の
久
江
が
、「
何
者
の
手
と
も
知
れ
ず
に
ど
こ
か
へ
つ
れ
去
ら
れ
」
た
こ
と
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を
伝
え
る
。
り
み
子
は
、「
つ
れ
出
し
た
」
の
は
里
美
子
だ
と
断
言
す
る
。
こ

の
よ
う
に
、
久
江
を
連
れ
去
っ
た
者
が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
り
み
子

に
推
測
さ
せ
る
ま
で
の
迂
回
路
と
し
て
精
神
分
析
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
、
り
み
子
も
「
み
ん
な
御
存
知
で
あ
り
な
が
ら
、
遠
ま
は
し
に
精

神
分
析
を
な
さ
つ
て
ゐ
ら
つ
し
や
る
の
、
そ
れ
は
残
酷
な
こ
と
だ
と
御
考
へ
に

な
れ
ま
せ
ん
の
？
」
と
難
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
精
神
分
析
を
モ
チ
ー
フ
と
し
そ
れ
ぞ
れ
に
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
な

考
へ
」
を
孕
ん
だ
三
作
で
あ
る
が
、
精
神
分
析
へ
の
信
仰
は
徐
々
に
薄
ら
ぎ
、

「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
に
至
っ
て
は
解
決
に
至
る
有
効
な
推
理
ア
イ
テ
ム

と
な
り
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
有
効
な
推
理
ア
イ
テ
ム
と

な
り
え
て
い
な
い
こ
と
が
積
極
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

臨
床
的
精
神
分
析
の
受
容

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ロ
イ
ト
や
精
神
分
析
の
表
象
の
変
化
は
何
に
起

因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
精
神

分
析
受
容
の
歴
史
に
拠
り
つ
つ
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
、
精
神
分
析
の
受
容
史
に
お
い
て
は
理
論
か
ら
実
践
す
な
わ
ち
臨
床
へ

と
い
う
道
程
が
あ
り
、
そ
れ
が
探
偵
小
説
に
お
け
る
精
神
分
析
の
導
入
に
お
い

て
も
見
出
せ
る
、
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
た
い
。
そ
し
て
重
要
な
の
は
、
自
由

連
想
法
に
よ
る
臨
床
化
の
際
に
生
じ
た
「
抵
抗
」
と
い
う
概
念
が
、
精
神
分
析

の
障
害
と
し
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

佐
藤
達
哉
は
精
神
分
析
の
体
系
を
、
個
人
の
心
理
過
程
（
発
達
過
程
）
を
説

明
す
る
と
い
う
意
味
で
の
心
理
学
的
側
面
、
神
経
症
な
ど
の
精
神
異
常
を
説
明

す
る
と
い
う
意
味
で
の
精
神
病
理
学
的
側
面
、
そ
し
て
神
経
症
な
ど
の
治
療
を

め
ざ
す
精
神
療
法
的
側
面
、
と
い
う
三
つ
の
側
面
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

大
正
期
に
『
心
理
研
究
』
や
『
変
態
心
理
』
な
ど
に
よ
り
紹
介
さ
れ
た
精
神
分

析
は
、「
精
神
療
法
と
の
関
連
づ
け
も
十
分
と
は
言
え
」
ず
、「
心
理
学
的
な
問

題
と
の
関
連
で
語
ら
」
れ
、「
新
し
い
興
味
深
い
考
え
方
」
と
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
た
、
と
い
う
。
先
の
三
分
類
で
言
え
ば
、
一
つ
目
の
心
理
学
側
面
が
こ
の

時
点
で
は
強
く
、
治
療
で
は
な
く
「
考
え
方
」
す
な
わ
ち
理
論
と
し
て
受
容
さ

れ
た
の
で
あ
る
）
15
（

。

　

そ
の
後
、「
日
本
に
精
神
医
学
と
し
て
の
精
神
分
析
を
も
た
ら
し
た
」
の
は

丸
井
清
泰
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
丸
井
の
師
で
あ
る
マ
イ
ヤ
ー
は
精
神
分
析
的

療
法
を
実
際
に
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
丸
井
が
マ
イ
ヤ
ー
も
含
め
た
他
の
誰

か
に
精
神
分
析
の
訓
練
を
受
け
た
形
跡
も
な
い
。「
丸
井
が
患
者
に
対
し
て

行
っ
て
い
た
こ
と
は
、
問
診
に
近
い
形
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
回
答
を
丸
井
が

精
神
分
析
的
な
観
点
か
ら
解
釈
し
て
説
明
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
丸
井
は

患
者
の
転
移
や
抵
抗
と
い
う
こ
と
に
、
ほ
と
ん
ど
関
心
を
も
っ
て
い
な
か
っ

た
」
と
い
う
。
そ
の
丸
井
の
弟
子
、
古
澤
平
作
）
16
（

が
一
九
三
三
年
）
17
（

に
「
古
澤
精
神

分
析
学
治
療
所
」
を
開
設
す
る
。
古
澤
は
自
由
連
想
法
を
根
本
に
置
き
精
神
分

析
療
法
を
中
心
と
し
た
初
め
て
の
精
神
科
医
で
あ
る
。
そ
し
て
古
澤
は
一
九
五

〇
年
に
精
神
分
析
研
究
会
を
設
立
、
こ
れ
を
母
体
と
し
た
日
本
精
神
分
析
学
会

を
一
九
五
五
年
に
創
立
し
会
長
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
精
神
医
学
を
中
心
に

精
神
分
析
の
受
容
が
進
ん
だ
」
の
は
戦
後
で
あ
る
）
18
（

。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
「
フ

ロ
イ
ト
・
ブ
ー
ム
」
は
理
論
と
し
て
の
精
神
分
析
の
受
容
で
あ
り
、
そ
れ
が
分

類
の
三
点
目
の
よ
う
に
臨
床
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
古
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澤
の
開
院
す
る
昭
和
九
年
あ
た
り
か
ら
、
戦
後
に
か
け
て
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

探
偵
小
説
に
お
け
る
精
神
分
析
の
導
入
も
、
そ
の
軌
道
上
に
あ
る
と
言
え
る
。

水
上
呂
理
「
精
神
分
析
」
な
ど
に
顕
著
な
よ
う
に
、
探
偵
小
説
の
推
理
ア
イ
テ

ム
と
し
て
精
神
分
析
が
用
い
ら
れ
る
際
に
は
、「
考
え
方
」
と
し
て
で
あ
り
、

対
象
の
観
察
か
ら
分
析
、
解
釈
へ
一
方
的
と
も
言
え
る
「
推
理
」
を
成
立
さ
せ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
一
方
向
性
は
、
明
智
小
五
郎
の
「
物
質
的
な
証
拠
な
ん

て
も
の
は
、
解
釈
の
仕
方
で
ど
う
で
も
な
る
も
の
で
す
よ
」
と
い
う
、
解
釈
に

偏
向
し
た
言
説
に
凝
縮
さ
れ
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
精
神
分
析
が
臨

床
的
に
導
入
さ
れ
る
際
、
そ
の
前
提
と
な
る
の
が
自
由
連
想
法
で
あ
る
。
こ
の

自
由
連
想
法
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
の
が
、
患
者
の
抵
抗
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

自
由
連
想
法
と
は
、「
患
者
に
総
て
後
か
ら
の
意
識
的
考
慮
を
放
棄
し
て
、

心
を
落
着
け
て
自
発
的
に
（
そ
の
意
な
く
し
て
）
想
起
さ
れ
て
来
る
も
の
を
追

求
さ
せ
る
（『
彼
の
意
識
の
表
面
か
ら
離
れ
て
探
ら
せ
る
』）
と
云
ふ
方
法
）
19
（

」
で

あ
る
。
そ
し
て
「
精
神
分
析
学
治
療
の
技
法
的
基
礎
は
自
由
連
想
法
で
あ
」
り
、

「「
頭
に
浮
か
ん
だ
こ
と
を
そ
の
ま
ま
、
い
っ
さ
い
の
批
判
を
加
え
ず
に
連
想
す

る
」
こ
と
は
、
自
由
連
想
法
実
施
の
鉄
則
で
あ
り
、
も
し
こ
の
方
法
が
守
れ
な

い
場
合
に
は
、
分
析
に
対
す
る
抵
抗
現
象）
20
（

と
し
て
患
者
に
説
明
解
釈
さ
れ
る
）
21
（

」

と
ル
ー
ル
化
さ
れ
、
分
析
の
障
害
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。

　
「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
に
お
い
て
は
、
自
由
連
想
法
が
り
み
子
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
津
村
は
り
み
子
に
、
精
神
分
析
を
始
め
る
際
に
語
り
か
け
る
。

「
よ
ろ
し
い
。
静
か
に
、
思
ひ
出
す
ま
ゝ
を
述
べ
て
御
覧
な
さ
い
。
苦
痛

の
お
話
も
遠
慮
な
く
思
ひ
浮
べ
て
御
ら
ん
な
さ
い
。
苦
痛
の
時
は
手
助
け

を
し
て
あ
げ
る
か
ら
」

　

そ
し
て
精
神
分
析
中
は
、
地
の
文
が
り
み
子
の
一
人
語
り
と
な
り
、
行
間
の

余
白
が
増
し
、
り
み
子
が
自
由
に
思
い
つ
く
ま
ま
を
述
べ
て
い
る
こ
と
が
文
体

に
お
い
て
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
由
連
想
法
に
よ
る
語
り
で
あ
る

こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、〔
解
決
篇
〕
で
り
み
子
が
告
白
す
る
の
は
、
自
ら
の
精
神
病
は
、

身
に
危
機
を
感
じ
精
神
病
院
へ
身
を
隠
す
た
め
の
「
詐
病
」
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
り
み
子
は
「
病
院
で
の
精
神
分
析
の
診
察
に
は
、
何
か
申
上
げ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
而
も
嘘
を
申
上
げ
る
こ
と
」
は
で
き
な
い
と
自
覚
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、「
自
分
で
判
る
と
こ
ろ
は
一
切
省
略
し
て
了
ひ
、
た
ゞ
自
分
で
は
何

と
も
解
釈
の
出
来
な
い
部
分
だ
け
を
」
言
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、

「
頭
に
浮
か
ん
だ
こ
と
を
そ
の
ま
ま
、
い
っ
さ
い
の
批
判
を
加
え
ず
に
連
想
す

る
」
自
由
連
想
法
に
よ
る
精
神
分
析
を
妨
げ
る
「
抵
抗
」
現
象
で
あ
る
。
津
村

が
り
み
子
を
精
神
分
析
し
、「
ど
う
も
面
白
く
な
い
。
こ
ち
ら
で
め
ざ
し
て
ゐ

る
も
の
が
出
な
い

│
」
と
悩
む
、
そ
の
章
の
題
が
「
抵
抗
」（
初
出
時
。
初

刊
時
は
「
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
」）
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、「
抵
抗
」
の
作
中
に
お
け

る
重
要
性
が
伺
え
る
。

　

大
心
池
は
り
み
子
の
精
神
分
析
に
つ
い
て
、「
君
の
今
ま
で
骨
折
つ
た
、
分

析
の
結
果
は
大
切
で
、
あ
と
で
必
ず
役
立
ち
は
す
る
と
思
ふ
」
と
留
保
し
た
上

で
、「
あ
れ
は
精
神
分
析
で
は
つ
き
と
め
ら
れ
な
い
」
と
し
、「
精
神
分
析
を
越

え
る
も
の
が
、
あ
の
人
の
心
の
う
ち
に
あ
る
」
と
言
う
。
津
村
は
そ
れ
を
聞
き
、

次
の
よ
う
に
思
う
。

　

そ
れ
こ
そ
、
よ
く
判
ら
な
い
言
葉
で
あ
つ
た
。
人
の
心
の
う
ち
の
か
く

さ
れ
た
も
の
を
探
り
出
す
の
に
、
唯
一
絶
対
の
武
器
と
ま
で
信
じ
て
ゐ
る
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分
析
手
法
を
そ
し
て
、
そ
の
と
お
り
教
授
か
ら
も
教
へ
ら
れ
て
、
や
つ
て

来
て
ゐ
る
分
析
手
法
を
越
え
る
も
の
が
、
│
│
心
の
う
ち
に
あ
る
と
聞
く

の
は
、
私
に
は
不
思
議
で
あ
つ
た
。

　

こ
こ
で
精
神
分
析
が
無
効
化
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
有
効
で
な
い
こ
と
を

見
抜
く
大
心
池
の
慧
眼
が
強
調
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に

は
り
み
子
の
告
白
に
よ
れ
ば
、
り
み
子
の
詐
病
は
「
精
神
分
析
の
本
な
ど
を
よ

ん
で
」
い
た
た
め
に
思
い
つ
い
た
も
の
で
、「
精
神
分
析
を
越
え
る
も
の
」
が

あ
る
な
ど
と
は
言
い
難
い
。
従
っ
て
、
大
心
池
は
、
精
神
分
析
の
有
効
で
な
い

こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
逆
説
的
に
証
明
し
て
い
る
は
ず
の
自
ら
の
洞
察
力
を

も
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
り
み
子
は
結
末
で
「
恐
ら
く
こ
の
時
（
入
院
の

際
・
稿
者
注
）、
は
じ
め
か
ら
先
生
御
自
身
で
私
を
診
て
下
す
つ
た
な
ら
ば
、

直
ち
に
見
抜
か
れ
て
了
つ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
と
大
心
池
を
慰
撫
す
る
が
、

「
網
膜
脈
視
症
」「
就
眠
儀
式
」
で
万
能
性
を
発
揮
し
て
い
た
大
心
池
の
雄
姿
は
、

も
は
や
「
恐
ら
く
…
…
で
せ
う
」
と
い
う
推
測
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
臨
床
的
精
神
分
析
を
探
偵
小
説
に
お
け
る
推
理
ア
イ
テ
ム
と

し
た
場
合
、
探
偵
の
一
方
的
な
解
釈
で
は
す
ま
な
い
。
自
由
連
想
法
が
前
提
と

し
て
あ
る
た
め
、
当
然
被
験
者
の
問
題
、
す
な
わ
ち
「
抵
抗
」
の
問
題
が
浮
上

す
る
。
患
者
が
治
療
を
望
ん
だ
上
で
、
患
者
と
の
協
力
関
係
に
基
づ
き
「
抵

抗
」
を
排
し
、「
精
神
生
活
中
に
あ
る
抑
圧
さ
れ
た
も
の
を
意
識
的
に
認
識
に

ま
で
持
ち
来
た
さ
う
と
す
る
）
22
（

」
の
が
精
神
分
析
で
あ
る
。
そ
の
精
神
分
析
者
と

被
験
者
の
関
係
が
探
偵
小
説
内
に
持
ち
込
ま
れ
、
探
偵
と
参
考
人
の
関
係
に
重

ね
ら
れ
た
時
、
協
力
関
係
が
保
証
さ
れ
な
い
の
は
自
明
で
あ
る
）
23
（

。
か
く
し
て
、

探
偵
小
説
に
お
け
る
精
神
分
析
は
他
な
ら
ぬ
精
神
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
隘
路
を

指
し
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
章
に
お
い
て
は
臨
床
的
精
神
分
析
の
国
内
受
容
史
を
視
座
に
、
探

偵
小
説
と
精
神
分
析
の
相
関
を
「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
を
中
心
と
し
て
論

じ
て
き
た
。
大
正
期
か
ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
そ
の
理
論
面
を
主
と
し
て
受
容

さ
れ
た
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
は
、
探
偵
小
説
に
お
い
て
も
心
理
解
釈
に
よ
る

推
理
ア
イ
テ
ム
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
や
が
て
古
澤
平
作
に
よ
り
一
九
三
三
年

あ
た
り
か
ら
臨
床
面
で
実
用
化
さ
れ
た
精
神
分
析
は
、
戦
後
に
至
る
ま
で
に
治

療
を
め
ざ
す
精
神
医
学
と
し
て
受
容
さ
れ
て
ゆ
く
。
木
々
の
精
神
分
析
を
モ

チ
ー
フ
と
し
た
三
作
は
、「
古
澤
精
神
分
析
学
治
療
所
」
開
設
の
年
近
く
に
始

ま
り
、
戦
後
に
か
け
て
の
臨
床
化
の
歴
史
と
歩
調
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
問
題

点
を
明
確
化
し
て
ゆ
く
。
す
な
わ
ち
、「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
に
お
け
る
、

自
由
連
想
法
と
「
抵
抗
」
の
問
題
で
あ
る
。

　

探
偵
小
説
に
お
い
て
臨
床
的
精
神
分
析
が
導
入
さ
れ
る
際
、
原
理
的
に
精
神

分
析
は
有
効
性
を
保
証
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
や
や
も
す
る
と
万

能
化
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
精
神
分
析
的
推
理
か
ら
一
方
的
な
心
理
解
釈
と
い
う

推
理
の
安
全
性
を
奪
い
、
フ
ロ
イ
ト
を
玉
座
か
ら
降
ろ
し
、
フ
ロ
イ
ト
精
神
分

析
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
相
対
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
提
起
が
本
作
に
は
見
い
だ

せ
る
と
言
え
よ
う
。

四　
「
探
偵
」
す
る
「
私
」

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
臨
床
的
精
神
分
析
の
導
入
が
推
理

ア
イ
テ
ム
と
し
て
の
精
神
分
析
を
無
効
化
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
同
時

に
津
村
の
素
朴
な
、
い
わ
ゆ
る
〈
足
で
稼
ぐ
〉
タ
イ
プ
の
探
偵
行
為
を
活
性
化
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さ
せ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

　

精
神
分
析
が
思
う
よ
う
に
進
ま
な
い
津
村
は
、
女
学
校
の
先
生
で
あ
っ
た
藤

村
や
工
場
医
の
明
石
か
ら
同
性
愛
の
実
態
に
つ
い
て
話
を
聞
く
。
そ
し
て
、

「
経
験
」
や
「
実
際
の
調
査
」
の
重
み
を
知
り
、「
偉
い
人
達
の
理
論
」
に
圧
倒

さ
れ
て
い
る
自
ら
を
自
覚
す
る
。
そ
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
公
式
」
が
通
用
し

な
い
ば
か
り
か
、
津
村
は
そ
う
し
た
「
偉
い
人
の
理
論
」
か
ら
離
れ
て
「
経

験
」
や
「
実
際
」
性
を
重
視
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
私
は
、
同
性
愛
に
つ
い
て
の
、
実
際
の
調
査
を
し
て
置
か
な

い
と
、
ど
う
し
て
も
あ
れ
以
上
に
分
析
を
つ
ゞ
け
、
分
析
の
う
ち
か
ら
何

か
を
引
き
出
す
こ
と
は
た
う
て
い
出
来
な
い
と
考
へ
、
思
ひ
つ
い
て
藤
村

章
一
郎
君
を
訪
問
す
る
こ
と
に
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

私
は
、
経
験
か
ら
も
の
を
言
つ
て
ゐ
る
明
石
君
に
対
し
て
、
頭
を
下
げ

る
気
持
に
な
つ
た
。
単
な
る
学
問
の
理
論
な
ど
か
ら
考
へ
て
ゐ
る
の
で
は

な
く
、
こ
の
人
は
も
う
、
理
論
を
実
際
の
こ
と
か
ら
批
判
す
る
や
う
に
な

つ
て
ゐ
る
の
だ
」マ
マ　

　

そ
れ
に
対
し
て
、
私
は
ど
う
だ
ら
う
。
毎
日
患
者
を
み
、
そ
の
実
際
に

触
れ
て
ゐ
な
が
ら
、
と
も
す
れ
ば
、
偉
い
人
達
の
理
論
に
圧
倒
さ
れ
て
、

そ
の
真
実
の
実
際
の
力
を
忘
れ
や
す
い
傾
向
を
自
分
で
よ
く
自
覚
す
る
。

　
「
精
神
分
析
」
は
「
単
な
る
学
問
の
理
論
」「
偉
い
人
達
の
理
論
」
と
し
て
津

村
の
懐
疑
の
対
象
と
な
り
、
そ
れ
が
対
照
的
な
推
理
方
法
で
あ
る
「
実
際
の
調

査
」「
経
験
」
の
重
視
へ
と
反
証
的
に
導
い
て
い
る
。

　

ま
た
、
時
系
列
上
は
こ
れ
よ
り
前
に
な
る
が
、
津
村
は
ク
ラ
フ
ト
・
エ
ビ
ン

グ
の
同
性
愛
論
を
巡
り
大
心
池
と
論
争
し
て
い
る
。
津
村
は
、
大
心
池
の
支
持

す
る
ク
ラ
フ
ト
・
エ
ビ
ン
グ
の
同
性
愛
論
に
は
「
自
家
撞
着
」
が
あ
る
、
と
し

て
「
納
得
が
出
来
な
か
つ
た
」。「
偉
い
人
達
の
理
論
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
既
存
の
精
神
分
析
的
解
釈
（
フ
ロ
イ
ト
の

み
で
な
く
、
広
義
の
）
で
は
納
得
が
で
き
ぬ
こ
と
が
、
津
村
を
し
て
藤
村
や
明

石
へ
の
聞
き
込
み
へ
と
向
か
わ
し
め
る
の
だ
が
、
こ
の
序
盤
の
物
語
展
開
か
ら

は
、
精
神
分
析
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
〈
足
で
稼
ぐ
〉
よ
う
な
探
偵
行
為
の
端
緒

と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
し
て
、
竹
内
瑞
穂
に
よ
れ
ば
、
ク
ラ
フ
ト
・
エ
ビ
ン
グ
『
変
態
性
欲
心

理
』（
黒
沢
良
臣
訳
、
大
日
本
文
明
協
会
、
一
九
一
四
年
九
月
）
は
、「
原
著
者

（「
当
時
の
精
神
病
学
の
第
一
人
者
」・
稿
者
注
）
と
出
版
元
（「
会
員
数
が
五
千

人
を
超
え
て
い
た
と
も
い
」
う
「
啓
蒙
的
学
術
団
体
」・
稿
者
注
）
の
権
威
性

を
背
景
と
し
な
が
ら
、
以
後
日
本
の
「
変
態
性
欲
」
言
説
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を

決
定
づ
け
」、「
言
わ
ば
ク
ラ
フ
ト
＝
エ
ビ
ン
グ
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
で
も
い
え
る

も
の
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
）
24
（

」
と
い
う
。
広
義
の
精
神
分
析
的
言
説
に

お
け
る
既
存
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
異
議
申
し
立
て
を
津
村
が
し
て
い
る
と
解
釈
す

れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
序
盤
の
論
争
の
後
に
本
格
的
に
展
開
さ
れ
る
フ
ロ
イ
ト
精

神
分
析
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
相
対
化
の
伏
線
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

本
筋
に
戻
る
と
、
津
村
は
精
神
分
析
が
進
ま
ぬ
中
、
大
心
池
に
休
暇
を
取
り

「
探
偵
」
に
な
る
よ
う
命
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
津
村
は
、
以
下
の
よ
う
に
情

報
を
文
字
通
り
〈
足
で
稼
ぐ
〉。
そ
の
上
、
そ
の
使
命
を
喜
々
と
し
て
こ
な
し

て
ゆ
く
。

　

ま
だ
つ
き
と
め
も
何
も
し
な
い
の
に
、
も
う
私
の
心
の
う
ち
に
は
、
自
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分
の
探
偵
眼
に
自
分
で
満
足
す
る
感
じ
が
湧
き
、
探
偵
と
言
ふ
も
の
ゝ
面

白
味
は
こ
ゝ
に
あ
る
の
か
、
自
分
で
推
理
し
、
自
分
で
つ
き
と
め
て
ゆ
く

と
言
ふ
、
こ
の
手
つ
ゞ
き
を
と
る
こ
と
が
、
案
外
人
間
に
一
種
の
ス
リ
ル

と
喜
び
と
を
与
へ
る
も
の
だ
な
あ

│
と
感
慨
に
う
た
れ
な
が
ら
、
そ
の

銀
行
に
入
り
窓
口
を
た
づ
ね
た
。

　

私
は
一
寸
た
ぢ
〳
〵
と
な
つ
た
が
、
こ
こ
で
探
偵
学
と
も
云
ふ
べ
き
も

の
の
、
第
二
章
を
知
つ
た
、
名
刺
入
れ
を
探
し
て
、
自
分
の
名
刺
を
物
色

し
た
が
、
幸
ひ
に
「
警
視
庁
嘱
託
」
と
刷
り
込
ん
で
あ
る
の
を
三
枚
ば
か

り
も
つ
て
ゐ
た
。

　

私
は
そ
こ
を
辞
去
し
て
、
す
ぐ
に
地
下
鉄
を
利
用
し
て
、
世
田
ケ
谷
の

富
田
氏
自
宅
に
出
向
い
た
。
も
う
時
間
は
、
正
午
に
近
く
、
少
し
訪
問
に

は
気
が
ひ
け
た
が
、
早
い
方
が
よ
い
と
言
ふ
、
探
偵
学
第
一
法
則
に
従
つ

た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
滞
っ
た
精
神
分
析
を
よ
そ
に
、
津
村
は
「
探
偵
」
と
し
て
い

わ
ば
ゲ
ー
ム
感
覚
で
実
地
捜
査
を
し
、「
面
白
味
」
を
見
出
し
て
い
る
。
さ
き

ほ
ど
の
よ
う
に
「
経
験
」
や
「
実
際
の
調
査
」
の
重
み
を
知
っ
た
津
村
が
、

「
探
偵
」
に
な
る
こ
と
で
、
よ
り
本
格
的
に
実
際
性
、
経
験
主
義
を
身
に
付
け

て
ゆ
く
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
津
村
が
語
り
手
で
あ
り
、「
私
」
と
い
う
一
人
称
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
一
人
称
小
説
で
は
読
み
手
が
「
私
」
の
視

点
や
感
覚
を
通
じ
て
物
語
内
の
世
界
を
経
験
す
る
と
言
え
る
な
ら
ば
、
本
作
で

は
「
私
」
津
村
の
視
点
や
感
覚
が
読
み
手
を
導
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

津
村
の
抱
く
空
理
空
論
へ
の
不
満
や
精
神
分
析
へ
の
懐
疑
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た

〈
足
で
稼
ぐ
〉
探
偵
行
為
へ
の
志
向
は
、
語
り
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
読
み
手
に

訴
求
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
作
に
は
物
語
展
開
に
お
け
る
、
臨
床
的
精
神
分
析
の
導
入

に
よ
る
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
相
対
化
が
図
ら
れ
、他
方
で
「
私
」

の
語
り
を
通
し
て
も
そ
の
相
対
化
が
あ
り
、
反
証
的
に
〈
足
で
稼
ぐ
〉「
探
偵
」

の
喜
び
へ
と
読
者
を
誘
惑
し
て
い
る
の
で
あ
る
）
25
（

。
精
神
分
析
の
隘
路
の
向
う
側

に
は
、
実
に
素
朴
な
〈
足
で
稼
ぐ
〉
探
偵
行
為
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に

　

木
々
高
太
郎
「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
は
、
臨
床
的
精
神
分
析
を
導
入
し
、

自
由
連
想
法
に
お
け
る
「
抵
抗
」
を
前
景
化
す
る
こ
と
で
、
推
理
ア
イ
テ
ム
と

し
て
の
精
神
分
析
の
無
効
化
を
図
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方
的
な
精
神
分
析

的
解
釈
に
よ
る
推
理
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
理
論
に
よ
る
解
釈
に
偏
向
し
た
フ

ロ
イ
ト
精
神
分
析
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
相
対
化
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、
精
神

分
析
の
無
効
化
が
〈
足
で
稼
ぐ
〉
探
偵
行
為
を
招
来
し
、そ
れ
は
さ
ら
に
「
私
」

の
語
り
に
よ
っ
て
「
面
白
味
」「
喜
び
」
と
し
て
読
者
に
訴
求
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
を
中
心
に
、
本
人
が
当
時
言
及
し
た

三
作
に
お
け
る
精
神
分
析
の
表
象
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
今
後
は
よ
り

広
範
に
木
々
文
学
総
体
に
お
け
る
精
神
分
析
の
表
象
を
俯
瞰
す
る
こ
と
が
課
題

と
な
ろ
う
。
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注
1 　

戸
川
安
宣
「
編
集
後
記
」『
日
本
探
偵
小
説
全
集
７　

木
々
高
太
郎
集
』
一
九
八
五

年
五
月
。
こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
「
単
行
本
」
と
は
、『
日
本
探
偵
小
説
全
集　

わ

が
女
学
生
時
代
の
罪
』
春
陽
堂
書
店
、
一
九
五
三
年
一
一
月
。

　

2 　

中
島
河
太
郎
は
「
解
説
」『
日
本
探
偵
小
説
全
集　

わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
』（
春

陽
堂
書
店
、
一
九
五
三
年
一
一
月
）
に
お
い
て
「
精
神
分
析
と
正
面
か
ら
四
つ
に
組

ん
だ
長
編
小
説
と
し
て
稀
有
の
も
の
」
と
述
べ
、
澁
澤
龍
彦
は
「
解
説
」『
昭
和
国
民

文
学
全
集
一
九　

小
栗
虫
太
郎
・
木
々
高
太
郎
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
八
年
五
月
、

増
補
新
版
）
に
お
い
て
「
高
太
郎
の
若
年
よ
り
の
関
心
事
で
あ
っ
た
精
神
分
析
学
を

主
要
な
テ
ー
マ
と
し
、
こ
れ
と
四
つ
に
組
ん
だ
長
編
力
作
」
と
評
価
し
て
い
る
。

　

3 　

曾
根
博
義
「
精
神
分
析
の
紹
介
」
新
青
年
研
究
会
編
『
新
青
年
読
本　

全
一
巻

│
昭
和
グ
ラ
フ
ィ
テ
ィ
』
作
品
社
、
一
九
八
八
年
二
月
。
な
お
、
曾
根
の
フ
ロ
イ

ト
受
容
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
「
フ
ロ
イ
ト
受
容
の
地
層
│
大
正
期
の
「
無
意
識
」

│
」（『
遡
河
』
一
九
八
六
年
三
月
）「
フ
ロ
イ
ト
受
容
の
地
層
（
続
）
│
大
正
か
ら
昭

和
へ
│
」（
同
七
月
）「
フ
ロ
イ
ト
受
容
の
地
層
（
三
）
│
川
端
康
成
か
ら
伊
藤
整
へ

│
」（
同
一
二
月
）
を
第
一
に
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
簡
に

し
て
要
を
得
た
論
と
し
て
上
記
の
「
精
神
分
析
の
紹
介
」
に
依
っ
た
。

　

4 　

江
戸
川
乱
歩
「
Ｄ
坂
の
殺
人
事
件
」『
新
青
年
』
一
九
二
五
年
一
月
。
た
だ
し
、
同

作
に
お
け
る
心
理
的
な
探
偵
法
に
関
し
て
は
、
作
中
で
明
智
小
五
郎
が
ミ
ュ
ン
ス

タ
ー
ベ
ル
ヒ
に
も
言
及
し
て
い
る
。

　

5　

長
谷
川
天
渓
「
探
偵
小
説
の
将
来
」『
新
青
年
』
一
九
二
七
年
八
月

　

6 　

一
柳
廣
孝
「
心
理
学
・
精
神
分
析
と
乱
歩
ミ
ス
テ
リ
ー
」『
江
戸
川
乱
歩
と
大
衆
の

二
十
世
紀
』
至
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
八
月

　

7　

谷
口
基
『
変
格
探
偵
小
説
入
門
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
九
月

　

8 　
『
フ
ロ
イ
ド
精
神
分
析
大
系
』
ア
ル
ス
、
一
九
二
九
年
一
二
月
〜
、
お
よ
び
『
フ
ロ

イ
ド
精
神
分
析
学
全
集
』
春
陽
堂
書
店
、
一
九
二
九
年
一
二
月
〜

　

9 　

一
柳
廣
孝
「
拡
散
す
る
夢
│
「
海
の
ほ
と
り
」
を
中
心
に
│
」『
人
文
科
学
論
集
』

一
九
九
一
年
七
月

　

10 　

初
出
で
は
〔
解
決
篇
〕
以
前
、
富
田
銀
二
は
「
宗
田
」
銀
二
と
さ
れ
て
い
た
。
後

の
初
刊
以
降
で
は
「
富
田
」
銀
二
と
し
て
統
一
が
図
ら
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
も

「
富
田
」
銀
二
で
統
一
す
る
。

　

11　

横
井
司
『
日
本
現
代
文
学
大
事
典　

作
品
篇
』
明
治
書
院
、
一
九
九
四
年
六
月

　

12　
「
作
者
の
言
葉
」『
宝
石
』
一
九
五
一
年
一
二
月

　

13　

飯
塚
数
人
「
木
々
高
太
郎
論
」『
群
像
』
二
〇
一
一
年
二
月

　

14 　

小
松
史
生
子
「
妄
想
さ
れ
る
〈
女
ご
こ
ろ
〉」
竹
内
瑞
穂
＋
「
メ
タ
モ
研
究
会
」
編

『〈
変
態
〉
二
十
面
相

│
も
う
ひ
と
つ
の
近
代
日
本
精
神
史
』
六
花
出
版
、
二
〇
一

六
年
九
月

　

15 　

佐
藤
達
哉
『
日
本
に
お
け
る
心
理
学
の
受
容
と
展
開
』
北
大
路
書
房
、
二
〇
〇
二

年
九
月

　

16 　

古
澤
平
作
は
大
心
池
と
共
通
点
が
多
数
あ
り
、
大
心
池
の
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
る

こ
と
も
で
き
る
。

　
　

 　

古
澤
平
作
（
一
八
九
七
〜
一
九
六
八
）
は
日
本
に
お
け
る
「
臨
床
的
精
神
分
析
の

基
礎
を
つ
く
っ
た
精
神
分
析
学
者
」
で
あ
り
、「
ウ
ィ
ー
ン
精
神
分
析
研
究
室
に
留

学
」
中
、「
フ
ロ
イ
トFreud, S.

と
出
会
い
、『
罪
悪
感
の
２
種
』
な
る
独
語
の
論

文
を
提
出
」
し
「
ア
ジ
ャ
セ
（
阿
闍
世
）・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
を
唱
え
て
い
る
。

「
帰
国
後
、
１
９
３
４
（
昭
和
９
）
年
（
こ
の
年
に
つ
い
て
は
注
17
を
参
照
さ
れ
た

い
・
稿
者
注
）
か
ら
１
９
６
８
（
昭
和
43
）
年
に
没
す
る
ま
で
、
東
京
で
戦
前
、
戦

後
に
わ
た
る
わ
が
国
た
だ
一
人
の
精
神
分
析
医
と
し
て
開
業
。
…
…
古
澤
は
ウ
ィ
ー

ン
留
学
を
通
し
て
、
臨
床
精
神
療
法
と
し
て
の
精
神
分
析
、
と
く
に
自
由
連
想
法
の

意
義
を
わ
が
国
の
学
会
に
認
識
さ
せ
」
た
（『
心
理
臨
床
大
事
典
』
培
風
館
、
二
〇
〇

四
年
四
月
、
改
版
）。
フ
ロ
イ
ト
の
下
で
論
文
を
書
き
上
げ
独
自
の
説
を
唱
え
、
一
九

三
三
年
あ
た
り
よ
り
日
本
に
お
い
て
精
神
分
析
医
と
し
て
稀
有
な
存
在
で
あ
り
続
け
、

自
由
連
想
法
を
治
療
に
取
り
入
れ
た
、
と
い
う
点
で
大
心
池
と
重
な
る
。
ま
た
、
精

神
医
学
者
古
澤
と
生
理
学
者
林
髞
（
木
々
高
太
郎
）
に
は
二
作
の
共
著
が
あ
る
（
教

材
社
編
集
部
編
『
愛
情
の
思
索
』
教
材
社
、
一
九
四
〇
年
一
二
月
、
お
よ
び
三
笠
書

房
編
『
学
生
教
養
講
座
』
三
笠
書
房
、
一
九
四
〇
年
一
二
月
）。
医
学
・
衛
生
の
問
題

に
つ
い
て
、
古
澤
は
精
神
医
学
、
林
は
生
理
学
と
、
そ
れ
ぞ
れ
自
ら
の
専
門
的
立
場

で
一
つ
の
章
を
担
当
し
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
親
し
い
間
柄
で
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な

い
が
、
こ
れ
ら
共
著
の
存
在
か
ら
、
多
少
の
認
識
程
度
は
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

両
書
が
一
九
四
〇
年
一
二
月
と
い
う
同
時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
こ
の
時
期
に
何

が
し
か
の
接
触
が
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
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17 　

前
掲
『
心
理
臨
床
大
事
典
』
の
よ
う
に
一
九
三
四
年
と
す
る
資
料
も
あ
る
が
、
妙

木
浩
之
、
安
齊
順
子
「
草
創
期
に
お
け
る
日
本
の
精
神
分
析
」（『
精
神
分
析
研
究
』

二
〇
〇
四
年
一
二
月
）
の
よ
う
に
一
九
三
三
年
と
す
る
説
も
あ
る
。
こ
の
揺
れ
に
つ

い
て
は
、『
精
神
分
析
』
一
九
三
三
年
一
一
月
号
に
古
澤
の
「
精
神
分
析
学
診
療
所
」

の
広
告
及
び
大
槻
憲
二
が
そ
の
診
療
所
を
訪
れ
る
「
探
訪　

古
沢
博
士
の
診
療
所
」

な
る
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
九
三
三
年
の
方
が
正
確
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
拙
稿

で
は
一
九
三
三
年
と
し
た
。
ま
た
、
こ
の
探
訪
記
事
が
こ
う
し
た
些
末
な
脱
線
的
情

報
の
提
供
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
は
、「
博
士
（
古
沢
・
稿
者
注
）
は
記
者
（
大
槻
・
稿

者
注
）
に
訊
問
の
余
地
を
与
へ
ず
に
、
完
全
に
自
由
連
想
に
終
始
さ
せ
て
し
ま
っ
た
」

「
博
士
は
記
者
の
内
に
、
精
神
分
析
学
へ
の
社
会
的
抵
抗
を
仮
想
し
て
居
た
た
め
に
正

攻
法
を
と
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
、「
自
由
連
想
」「
抵
抗
」
と
い
う
語
を
比
喩

的
に
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
文
は
、
こ
れ
ら
の
語
が
当
時
の
精
神
分
析
に

お
け
る
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
広
く
浸
透
し
て
い
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。

　

18　

注
15
に
同
じ

　

19 　

大
槻
憲
二
訳
『
フ
ロ
イ
ド
精
神
分
析
学
全
集
』
第
一
〇
巻
、
春
陽
堂
書
店
、
一
九

三
三
年
四
月

　

20 　

現
代
の
精
神
分
析
に
お
け
る
「
抵
抗
」
の
概
念
は
、「
無
意
識
に
作
用
す
る
」
抵
抗

を
指
す
（『
精
神
分
析
事
典
』
岩
崎
学
術
出
版
社
、
二
〇
〇
二
年
三
月
）
が
、
本
稿
で

は
あ
く
ま
で
も
同
時
代
的
解
釈
と
し
て
、
注
21
に
お
け
る
古
澤
の
論
に
あ
る
よ
う
な
、

意
識
的
な
「
抵
抗
」
を
も
「
抵
抗
」
と
し
て
捉
え
る
。

　

21 　

古
澤
平
作
『
精
神
分
析
学
理
解
の
た
め
に
』
日
吉
病
院
精
神
分
析
学
研
究
室
出
版

部
、
一
九
五
八
年
五
月

　

22　

注
19
に
同
じ
。

　

23 　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
江
戸
川
乱
歩
「
心
理
試
験
」（『
新
青
年
』
一
九
二
五
年

二
月
）
で
あ
る
。
こ
の
作
に
お
け
る
心
理
試
験
で
は
、
自
由
連
想
法
と
や
や
似
た
形

で
、
言
葉
の
連
想
を
逆
手
に
と
っ
て
推
理
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
心
理
試
験

は
作
中
、
作
外
（
江
戸
川
乱
歩
「
あ
の
作
こ
の
作
（
楽
屋
噺
）」（『
自
作
自
註
』
一
九

二
九
年
七
月
）、
同
「
後
記
」『
柘
榴
其
の
他
』（
雄
鶏
社
、
一
九
四
六
年
九
月
）、
同

「
解
説
」『
探
偵
小
説
名
作
全
集
１
』（
河
出
書
房
、
一
九
五
六
年
七
月
））
で
言
及
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
ベ
ル
ヒ
『
心
理
学
と
犯
罪
』
を
下
敷
き
に
し
て

い
る
。
本
稿
で
は
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
に
よ
る
自
由
連
想
法
に
焦
点
化
し
て
い
る

た
め
、
特
に
本
文
で
は
言
及
し
な
い
。

　

24 　

竹
内
瑞
穂
『「
変
態
」
と
い
う
文
化

│
近
代
日
本
の
〈
小
さ
な
革
命
〉』
ひ
つ
じ

書
房
、
二
〇
一
四
年
三
月

　

25 　
〈
足
で
稼
ぐ
〉
探
偵
役
と
い
え
ば
、
松
本
清
張
作
品
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
こ
と
が

思
い
出
さ
れ
よ
う
。
清
張
作
品
に
は
「
古
典
的
な
探
偵
小
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

万
能
で
天
才
的
な
能
力
を
発
揮
す
る
主
人
公
も
登
場
」
せ
ず
「
主
人
公
の
多
く
は
、

う
だ
つ
の
あ
が
ら
な
い
市
民
だ
っ
た
り
出
世
コ
ー
ス
か
ら
外
れ
た
刑
事
だ
っ
た
り
」

し
、「
特
権
的
な
場
所
か
ら
事
件
を
解
く
の
で
は
な
く
、
市
民
・
庶
民
的
な
生
活
の
次

元
か
ら
、
地
道
に
真
相
が
探
ら
れ
て
行
く
」（『
松
本
清
張
事
典　

増
補
版
』
勉
誠
出

版
、
二
〇
〇
八
年
五
月
）。
木
々
が
『
三
田
文
学
』
編
集
長
時
代
に
当
時
無
名
で
あ
っ

た
松
本
清
張
に
小
説
執
筆
を
慫
慂
し
、
そ
れ
が
芥
川
受
賞
作
「
或
る
『
小
倉
日
記
』

伝
」
へ
と
結
実
す
る
（
岩
崎
正
吾
「
日
本
ミ
ス
テ
リ
ー
史
に
お
け
る
木
々
高
太
郎
の

役
割
」『
松
本
清
張
と
木
々
高
太
郎
』
山
梨
県
立
文
学
館
、
二
〇
〇
二
年
九
月
）
と
い

う
事
実
も
あ
る
よ
う
に
、
木
々
│
清
張
と
い
う
リ
ン
ク
は
存
在
す
る
。
本
作
内
の

〈
足
で
稼
ぐ
〉
探
偵
の
萌
芽
は
そ
の
リ
ン
ク
の
一
部
な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
古
典
的

タ
イ
プ
」
で
あ
る
大
心
池
と
、
の
ち
の
清
張
作
品
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
〈
足
で
稼

ぐ
〉
タ
イ
プ
の
津
村
の
同
居
す
る
本
作
は
、
探
偵
ス
タ
イ
ル
の
変
容
の
転
換
期
に
あ

る
よ
う
で
、
興
味
深
い
。
し
か
し
こ
の
比
喩
的
状
況
に
関
し
て
は
、
な
お
多
く
の
論

証
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
注
の
一
つ
に
留
め
る
。

※ 「
わ
が
女
学
生
時
代
の
罪
」
の
引
用
は
、
初
刊
の
『
日
本
探
偵
小
説
全
集　

わ
が
女
学
生

時
代
の
罪
』（
春
陽
堂
書
店
、
一
九
五
三
年
一
一
月
）
を
底
本
と
し
た
。

※ 
引
用
中
の
傍
線
は
全
て
稿
者
に
よ
る
。
な
お
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
適

宜
省
略
し
た
。

（
す
ず
き
・
ゆ
う
さ
く　

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


