
横
光
利

一

「無
礼
な
街
」
論

―
―

「孤
独
な
純
情
の
生
活
」
を
視
座
と
し
て
―
―

は
じ
め
に

「無
礼
な
街
」
は
、　
一
九
二
四
年
九
月
号

「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
作
品

で
あ
る
。
こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
翌
月
に
は

「
文
芸
時
代
」
が
創
刊
さ

れ
、
横
光
は
新
感
覚
派
文
学
の
旗
手
と
し
て
認
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
ｃ
柚

谷
英
紀
は
、
こ
の
よ
う
な
時
期
的
背
景
を
鑑
み
て
、
「無
札
な
街
」
を

「
新

感
覚
派
的
な
作
品
系
列
の
嗜
矢
と
な
る
作
品
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
．

「無
礼
な
街
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
発
表
当
時
に
も

い
く

つ
か
見
ら
れ

る
ｃ
ま
ず
、
佐
藤
春
夫
は

「文
芸
　
秋
の
夜
長

（
二
と

で
、
「
無
礼
な
街
」

が

「新
時
代
」
の
作
品
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
「主
観
」
の

「
切
実
」

さ
の
欠
如
に
よ

っ
て

「
人
の
目
を
ご
ま
か
す
も
の
と
見
誤
ら
れ
て
も
致
し
方

が
あ
る
ま
い
」
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
ｃ
そ
し
て
、
堀
木
克
三
は

「横
光
利

一
氏
の
描
写
―
―

「
無
礼
な
街
」
の
解
剖
―
―
」
に
お
い
て
、
「表
現
技
巧

に
新
工
夫
を
凝
さ
ん
と
し
て
」
、
「内
容
の
未
だ
空
疎
な
も
の
」
と
酷
評
し
て

い
る
。
伊
藤
永
之
介
も

「
無
礼
な
街
よ
り
」
で
、
こ
の
作
品
が

「
さ
し
て
新

八

原

瑠

里

し
い
も
の
で
は
な
」
く
、
「
従
来
の
表
現
を
踏
潰
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
は

る
か
手
前
を
さ
ま
よ
つ
て
ゐ
る
」
こ
と
を
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
発
表
当

時
の
評
価
は
、
佐
藤
春
夫
が
予
想
し
た
通
り
、
作
品
の
表
現
が
批
判
さ
れ
た

た
め
、
あ
ま
り
芳
し
く
な
か

っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
後
、
「
無
礼
な
街
」
は
、
作
品
内
の
表
現
技
法
や

「
街
」
と
の
対
峙

な
ど
に
つ
い
て
分
析
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
特
に
、
こ
の
作
品
は
、
妻
に
逃

げ
ら
れ
た

「
私
」
の
も
と
に
知
ら
な
い

「女
」
が
聞
入
す
る
と
い
う
構
成
を

と
る
た
め
、
先
行
研
究
で
は

「女
」
と
い
う
人
物
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
舘

下
徹
志
は
、
「
挑
発
者
た
ち
の
跳
梁
―
―
横
光
利

一

『無
礼
な
街
』
及
び

『ナ
ポ
レ
オ
ン
と
田
虫
』
―
―
」
に
お
い
て
、
「女
」
を

「作
品
世
界
を
活
性

化
す
る

「
異
人
Ｌ

と
し
、
「
女
」
の
出
現
が

「私
」
に

「捨
て
る
―
捨
て
ら

れ
る
と
い
う
関
係
を
軸
に
し
た
対
的
意
識
を
顕
在
化
さ
せ
」
て
、
「
私
」
の

自
己
欺
肺
的
に
安
定
し
た
現
実
を
揺
さ
ぶ
」

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
ｃ
ま

た
、
柚
谷
英
紀
は

「横
光
利

一

『無
礼
な
街
』
試
論
―
―
新
感
覚
派
的
表
現

の
必
然
性
―
巨
」
に
て
、
「女
」
の

「
「
顔
」
と

「
見
る
」
と

い
う
行
為
と
」

が
誇
張
さ
れ
て
描
か
れ
た
こ
と
に
着
目
し
、
「女
」
の
間
人
が
、
「見
る
こ
と

一
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に
よ
っ
て
安
定
を
得
る

「私
」
の

「孤
独
な
純
情
の
生
活
」
を
、
そ
の
視
線

の
逆
転
に
よ
っ
て
動
揺
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
」
と
示
す
。
そ
し
て
、
「無

礼
な
街
」
を

「本
来
的
な
他
者
の
発
見
を
契
機
と
し
て
、
自
己
を
相
対
化
す

る
物
語
」
と
し
て
結
論
づ
け
る
ｃ
こ
の
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
田
口
律
男

は

「
「
無
礼
な
街
」
―
―

都
市

の
発
見
」
で
、
「
私
」
が

「
女
」
と

の

「接
触
」
を
通
し
て
、
「
人
生
の
苦
痛
」
か
ら

「
テ
イ
ク
オ
フ
す
る
身
振
り
」

と
し
て

「
コ
心却
」
の
作
用
」
に
よ
る

「
思
考
枠
の
変
化
」
を
得
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
こ

こ
の
よ
う
に
先
行
研
究
に
お
い
て
、
「女
」
は

「
私
」
の
変
容
を
促
し
た

存
在
と
し
て
分
析
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「女
」
が

「捨
児
」
を
し
た
と

い
う
境
遇
を
持
つ
こ
と
や
、
「私
」
が

「女
」
の
貞
操
に
偏
見
を
抱
く
必
要

性
な
ど
に
つ
い
て
は
ま
だ
論
考
の
必
要
が
あ
る
ｃ

よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
「女
」
と
い
う
人
物
が

「
私
」
の
転
機
と
な

っ
た

の
は
な
ぜ
か
に
つ
い
て
、
「女
」
の
境
遇
や

「私
」
の

「孤
独
な
純
情
の
生

活
」
と
関
連
付
け
る
こ
と
で
考
察
を
進
め
た
い
。

一
、
孤
独
な
純
情
の
生
活

「女
」
と
の
関
わ
り
に
よ
る

「私
」
の
変
化
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

「私
」
の

「孤
独
な
純
情
の
生
活
」
の
傾
向
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
＾
し

た
が
っ
て
、
本
章
で
は
、
妻
に
逃
げ
ら
れ
た

「私
」
の
生
活
に
つ
い
て
、
作

品
内
の
記
述
を
も
と
に
具
体
化
さ
せ
て
い
く
。

冒
頭
部
に
は
、
祭
り
で
賑
わ
う

「夜
の
街
」
を
、
「
人
々
の
顔
を
き
よ
ろ

一
五
六

き
よ
ろ
見
廻
し
な
が
ら
」
歩
く

「
私
」
の
姿
が
描
か
れ
る
ｃ
「
私
」
は
、
逃

げ
た
妻
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
、
そ
れ
を

「
い
つ
も
の
こ
と
で

今
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
い
」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
に
は
、
不

特
定
多
数
の
他
者
の
な
か
に
身
を
置
い
た
と
き
に
、
妻
の
姿
を
捜
す
と
い
う

習
慣
が
あ
る
ｃ
し
か
し
、
妻
の
姿
を
求
め
る
と
い
う
習
慣
は
、
雑
踏
の
な
か

だ
け
に
限

つ
た
も
の
で
は
な
い
ｃ
「
私
」
は
、
「街
を
外
れ
」
て

「空
虚
」
な

「露
路
裏
」
と
い
う
空
間
に
移
動
し
て
も
、
回
想
と
い
う
形
で
妻
の
姿
を
求

め
続
け
る
の
で
あ
る
ｃ
そ
れ
は
、
「
私
」
が
街
か
ら
帰
宅
し
た
と
き
の
描
写

に
も
表
れ
て
い
る
。

塀
板
の
上
か
ら
は
鉢
の
花
薔
薇
が
生
き
生
き
と
覗
い
て
ゐ
た

．
（略
）

妻
の
ゐ
た
と
き
、
妻
は
さ
う
云
つ
て
或
る
夜
そ
の
薔
薇
の
鉢
を
快
活
に

抱
き
か
か

へ
て
帰

つ
て
来
た
。
／
私
は
家
の
中

へ
這
入

つ
た

。
（略
）

私
が
初
め
て
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
を
買
つ
て
来
た
と
き
、
妻
は
夜
の
寝
衣
に

帯
を
締
め
か
け
て
ゐ
た
所
で
あ

つ
た
。
（略
）
彼
女
は
私
の
持
つ
て
ゐ

る
花
束
を
奪
ひ
と
る
と
、
ぱ
ら
り
を
帯
を
振
り
捨
て
て
高
く
両
手
で
そ

の
花
束
を
さ
さ
げ
な
が
ら
云
つ
た
。
（略
）
彼
女
は
直
ぐ
帯
も
締
め
ず

に
ふ
わ
ふ
わ
と
そ
の
ま

ヽ
流
し
も
と
の
水

の
傍

へ
飛
ん
で
い
つ
た

（略
）
私
は
花
瓶
に
水
を
入
れ
変

へ
る
と
そ
の
杓
で
冷
た
い
水
を

一
口

飲
ん
だ
ｃ
（傍
線

・
引
用
者
）

引
用
文
に
お
け
る
傍
線
部
は
想
起
さ
れ
た
妻
の
行
動
、
二
重
傍
線
部
は
現

在
の

「私
」
の
行
動
を
示
し
て
い
る
ｃ
こ
の
場
面
で

「私
」
が
想
起
し
た
妻



の
行
動
に
は
、
コ
回
薇
の
鉢
を
快
活
に
抱
き
か
か

へ
て
帰

つ
て
来
た
」
と
き

の
も
の
と
、
「
私
」
か
ら

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
を
受
け
取

っ
て

「水
の
傍

ヘ

飛
ん
で
い
つ
た
」
と
き
の
も

の
と
が
あ
る
．
こ
れ
ら
の
妻

の
過
去
の
行
動

は
、
帰
宅
し
て
水
を
飲
む
と
い
う
現
在
の

「
私
」
の
行
動
と
繁
が
る
よ
う
に

配
置
さ
れ
て
い
る
こ
そ
こ
に
は
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る
も
の
の
、
二
人
の

行
動
は
あ
た
か
も
連
続
性
を
持

つ
か
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
ｃ
そ
の
う
え
、

「私
」
は
、
水
を
飲
ん
だ
後
、
「
逃
げ
ら
れ
た
男
の
悦
惚
と
は
、
逃
げ
た
妻
の

美
し
い
習
慣
を
忘
れ
ぬ
こ
と
だ
」
と
認
識
す
る
〉^
こ
の
認
識
の
通
り
、
「私
」

は
、
「
逃
げ
た
妻
の
美
し
い
習
慣
」
で
あ
る
妻
の
過
去
の
行
動
を
現
在
の
生

活
の

一
部
に
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
よ

っ
て
、
「
私
」
が
妻
の
過
去

の
姿
を
想
起
す
る
こ
と
は
、
現
在
の

「
私
」
の
生
活
を

「慰
め
」
る
効
果
が

あ
る
と
わ
か
る
）^

「
逃
げ
た
妻
の
美
し
い
習
慣
を
忘
れ
ぬ
こ
と
」
が

「
私
」
の

「
慰
め
」
と

な
り
得
た
の
は
、
「
私
」
が
妻
の
過
去
の
行
動
に

〈好
意
〉
を
持

っ
て
い
た

た
め
と
考
え
ら
れ
る
．
「
私
」
は
、
「彼
女
を
愛
し
て
ゐ
る
」
と
再
認
識
し
た

と
き
、
「初
め
て
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
を
買

つ
て
来
た
と
き
」
の
こ
と
を
思
い
出

す
３
こ
の
と
き
想
起
さ
れ
た
妻
の
姿
は
、
「
私
」
の
持

っ
て
い
た
花
束
を

「
奪
ひ
と
」
り
、
「
綺
麗
だ
わ
ね
え
」
「
美
し
い
わ
ね
」
と

「
心
を
奪
は
れ
」

て
い
た
様
子
で
あ

っ
た
。
「
私
」
は
、
こ
の
妻
の
様
子
を
想
起
し
て

「
一
束

の
花
に
も
、
そ
れ
ほ
ど
心
を
奪
は
れ
る
彼
女
で
あ

つ
た
」
と
懐
か
し
ん
で
い

る
。
「
私
」
の
感
慨
に
は
、
妻
に
対
す
る

〈好
意
）
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
ｃ

そ
し
て
、
妻
が

「
心
を
奪
は
れ
」
て
い
た
と
き
、
「
私
」
の
視
線
は
度
々

芸
の
帯
に
注
が
れ
て
い
る
．
回
想
で
は
、
「
締
め
か
け
て
ゐ
た
」
帯
を

「
振

横
光
利

一
「
無
礼
な
街
」
論

り
捨
て
て
」
、
「
直
ぐ
」
「
締
め
ず
に
」
い
る
妻
の
姿
が

「
私
」
を
通
し
て
描

か
れ
る
．
妻
の
よ
う
に
女
性
が
男
性
の
前
で
帯
を
解
く
こ
と
は
、
古
く
は

『万
葉
集
』
に
も
見
ら
れ
た

「愛
情
交
流
を
象
徴
す
る
」
表
現
で
あ
る
ｃ
し

た
が

っ
て
、
帯
が
解
け
た
妻
の
姿
は
、
「
私
」
に
自
分

へ
の

〈好
意
）
と
し

て
認
識
で
き
た
と
考
え
る
ｃ

帰
宅
し
た

「
私
」
は

「
彼
女
を
愛
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
感
情
を
再
認
識
す

る
が
、
そ
の
対
象
は
妻
の
不
在
に
よ
っ
て
既
に
失
わ
れ
て
い
る
ｃ
現
在
の
生

活
に
妻
の
存
在
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
「
私
」
は

「
愛
し
て
ゐ
る
」
と

い
う

感
情
の
対
象
を
過
去
の
妻
に
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
〈好
意
）
の
対
象
を

「
逃
げ
た
妻
の
美
し
い
習
慣
」
に
求
め
た
こ
と
で
、
「
私
」
の
現
在
の
生
活
は

過
去
の
妻
の
姿
を
頻
出
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
ｃ

現
在
の
生
活
に
頻
出
し
た
妻
の
姿
は
、
「
私
」
に

（好
意
〉
以
外
の
感
情

を
生
じ
さ
せ
る
）
そ
れ
は
、
次
の

「私
」
の
言
葉
か
ら
も
わ
か
る
。

妻
は
何
ぜ
逃
げ
た
の
か
。
私
に
も
よ
く
分
ら
な
い
ｃ
恐
ら
く
貧
困
の
た

め
で
あ
ら
う
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
考

へ
る
と
云
ふ
こ
と
は
、
と
に
か

く
考

へ
得
ら
れ
る
に
し
て
も
あ
ま
り
に
自
分
の
妻
を
見
下
げ
る
こ
と

だ
ｃ

こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
は
、
妻
の
逃
亡
の
原
因
を

「
恐
ら
く
貧
困
の
た
め
」

と
い
う
根
拠
の
な
い
考
え
で
捉
え
て
い
る
ｃ
「
私
」
が

「
貧
困
」
を
原
因
と

し
た
こ
と
は
、
経
済
力
に
対
す
る
劣
等
感
が
窺
え
る
。
そ
れ
は
、
「
私
」
の

家
が
あ
る

「
露
路
裏
」
の

「
ど
ん
底
」
が
、
資
本
主
義
社
会
の
中
心
で
あ
る

一
五
七



「
街
」
と
対
照
的
な
窄
間
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る

．^
当
時
、
街
の

周
縁
に
は

「
「
ど
ん
底
」
街
」
と
呼
ば
れ
る
貧
民
窟
が
形
成
さ
れ
て
い
た

）^

作
品
内
に
は
、
「私
」
が

「女
」
の
寝
る
蒲
団
を

「
さ
う
だ
借
り
て
来
よ
う
」

と
提
案
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
貧
困
街
で
営
業
し
て
い
た
布
団
屋
の

存
在
を
踏
ま
え
た
発
言
と
考
え
ら
れ
る
＾
と
は
い
え
、
「
私
」
は
逃
亡
の
根

拠
を
貧
困
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

「
私
」
は
、
妻
の
逃
亡
に
つ
い
て
、
貧
困

「
以
外
の
こ
と
を
考

へ
る
と
云

ふ
こ
と
」
を

「
日
分
の
妻
を
見
下
げ
る
こ
と
」
と
し
た
　
こ
の

「
自
分
の
■

を
見
下
げ
る
こ
と
」
と

い
う
判
断
か
ら
は
、
「
私
」
に

「
考

へ
得
ら
れ
」
た

「
そ
れ
以
外
」
の
原
因
が
妻
の
貞
操
に
対
す
る

（疑
惑
）
で
あ

っ
た
と
推
察

で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
尻
心
ら
く
貧
因
の
た
め
」
と

い
う
根
拠
の
な

い
意
味

づ
け
は
、
妻
の
貞
操
に
対
す
る

（疑
惑
）
を
打
消
す
た
め
に
生
じ
た
と
い
え

る
ｃ
し
か
し
、
ア
心
ら
く
貧
困
の
た
め
」
と

い
う
意
味
づ
け
を
し
た
後
も
、

妻
に
対
す
る

「
私
」
の

（疑
惑
〉
は
、
度
々
露
呈
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
）

次
の
引
用
は
、
「
私
」
が
女
性
の
貞
操
に
つ
い
て

「
女
」
に
説
く
場
面
で

あ
る

）^
「
私
」
と

「
女
」
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
の
章
で
触
れ
る
た
め
、

こ
こ
で
は

「
私
」
と
妻
の
関
係
に
注
Ｈ
す
る
）^

「女
の
血
を
見
る
と
、
あ
の
白

い
物
の
形
が
違
ふ
ん
だ
よ
、
幾
人
の
男

と
面
白

い
こ
と
を
し
た
か
つ
て
云
ふ
こ
と
だ
つ
て
、
あ
の
形
で
ち
や
ん

と
分
る
ん
だ
よ
．
ど
の
男
と
さ
う
云
ふ
こ
と
を
し
た
つ
て
こ
と
も
勿
論

分
る
し
、
面
白

い
か
ね
？
」
（略
）
私
は
そ
の
女
の
血
球
を
鏡
盤
に
乗

せ
て
み
た
い
興
味
が
あ

つ
た
　
私
は
前
に

一
度
妻
の
血
球
を
験
べ
て
見

一
五
人

よ
う
と
し
た
こ
と
が
あ
つ
た
。
し
か
し
、
私
は
恐
は
く
て
や
め
た
．

「
私
」
は
、
自
血
球
の
形
に
よ

っ
て
女
性
の
貞
操
が
探
れ
る
、
と
い
う
知

識
を

「女
」
に
披
露
し
て
い
る
＾
同
時
代
の
性
科
学
認
識
が
整
理
さ
れ
て
い

る
Ш
中
香
涯
の

一近
世
性
欲
学
精
義
』
に
は
、
「
ケ
ー
ニ
ツ
ヒ
ス
タ
イ
ン
は

白
血
球
内
に
精
虫
の
遺
物
を
認
め
た
り
し
が
、
蓋
し
精
虫
の

一
部
分
は
由
血

球
よ
り
摂
取
せ
ら
れ
て
破
壊
せ
ら
る

ヽ
も
の
な
ら
ん
」
と
あ
る
．．
つ
ま
り
、

性
交
で
女
性
生
殖
器
内
に
射
出
さ
れ
た
精
子
が
死
減
す
る
過
程
の

一
つ
と
し

て
、
自
血
球
に
よ
る
精
子
の
摂
取
と
破
壊
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
　
し

た
が

っ
て
、
「
私
」
の

「幾
人
の
男
と
面
口
い
こ
と
を
し
た
か
」
「
あ
の
形
で

ち
や
ん
と
分
る
」
と

い
う
発
言
は
、
当
時
の
性
科
学
認
識
を
ふ
ま
え
た
も
の

で
あ
る
と
わ
か
る
＾ヽ

そ
し
て
、
「
私
」
は

「
前
に

一
度
妻
の
血
球
を
験
べ
て
見
よ
う
と
し
」
た

も
の
の
、
結
局

「
恐
は
く
て
や
め
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
　
妻
の
血
球

に
対
す
る
興
味
や
恐
怖
は
、
「
私
」
が
妻
の
貞
操
に

（疑
惑
〉
を
抱

い
て
い

る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
こ
し
か
し
、
露
呈
し
た

「
私
」
の

〈疑

惑
〉
は
、
「疑
ふ
と
云
ふ
こ
と
は
、
疑
ふ
可
き
価
値
が
あ

つ
て
も
罪
悪
で
あ

る
」
と

い
う
持
論
に
よ

っ
て
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
と
な
る
．、
こ
の

〈疑
惑
〉

に
対
す
る
結
論
の
曖
昧
さ
が
、
妻
の
逃
亡
の
原
因
に

「
恐
ら
く
貧
困
の
た

め
」
と
い
う
脆
弱
な
意
味
づ
け
を
与
え
た
と
い
え
る

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
想
起
さ
れ
た
妻
は
、
「
私
」
の
生
活
に

〈好
意
）
と

（疑
惑
）
と

い
う
矛
盾
し
た
記
憶
を
甦
ら
せ
て
い
た
　
（好
意
）

は

「
私
」
の
生
活
を

「
慰
め
」
、
去

の
貞
操
に
対
す
る

〈疑
惑
〉
は

「
私
」



を
今
な
お
葛
藤
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
）^
こ
の
葛
藤
に
苦
し
み
つ
つ
も
、
「
私
」

は

「愛
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
感
情
の
対
象
を
得
る
た
め
に
、
過
去
の
妻
の
姿

に
す
が
る
生
活
を
す
る
，
こ
の
よ
う
な
生
活
に
つ
い
て
、
「
私
」
は
次
の
よ

う
に
お
も
う
こ

私
の
汚
い
部
屋
の
中
に
は
到
る
所
の
花
瓶
や
花
筒
に
花
碗
豆
が
刺
し
て

あ
る
ｃ
そ
の
色
と
り
ど
り
の
花
々
は
あ
な
が
ち
私
の
孤
独
な
純
情
の
生

活
に
よ
り
い
さ
さ
か
の
生
気
を
放
た
ん
が
た
め
ば
か
り
に
で
は
な
か
つ

た
ｃ
私
は
此
の
ま
る
二
年
と
云
ふ
も
の
雌
正
の
夜
の
眠
り
の
研
究
に
没

頭
し
て
来
た
ｃ
（略
）
私
は
彼
女
を
愛
し
て
ゐ
る
ｃ
何
ぜ
か
ｃ
愛
し
て

ゐ
る
。
（傍
線
　
引
用
者
）

「
私
」
は
、
妻
に
逃
げ
ら
れ
て
か
ら
の
日
々
を

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」

と
称
す
る
こ
「
私
」
の
生
活
が

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
と
記
さ
れ
た
の
は
、

作
品
内
で
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
。
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
は

「
露
路
裏

の
袋
の
底
の
ど
ん
底
」
に
あ
る
家
を
拠
点
と
し
て
お
り
、
「
私
」
は

「
汚
い

部
屋
」
で

「
花
婉
豆
」
の
放
つ

「
い
さ
さ
か
の
生
気
」
に

「慰
め
」
ら
れ
て

生
活
す
る
こ
部
屋
を
満
た
す

「
花
就
豆
」
は

「
雌
孟
の
夜
の
眠
り
の
研
究
」

に
も
利
用
さ
れ
て
お
り
、
「
私
」
が

「
雌
孟
」
の
研
究
に

「
没
頭
」
す
る
姿

は
妻
の
貞
操
を
疑

っ
た
こ
と
に
重
な
る
。

重
複
す
る
が
、
「
私
」
の
生
活
は
、
「
逃
げ
た
妻
の
美
し
い
習
慣
」
を

「忘

れ
ぬ
」
こ
と
に
よ

っ
て
、
「愛
し
て
ゐ
る
」
と

い
う
感
情
の
対
象
を
得
て
い

た
＾
「
私
」
が
現
在
の
生
活
を

「
慰
め
」
る
た
め
に
妻
の
過
去
の
姿
に
す
が

横
光
利

一
「無
礼
な
街
」
論

る
こ
と
は
、
「
私
」
の

（純
情
の
生
活
〉
を
構
成
す
る
要
素
と
い
え
る
．
そ

し
て
、
妻
を
想
起
す
る
度
に
浮
上
し
た
妻
に
対
す
る

〈疑
惑
）
や
妻
の
不
在

と
い
っ
た
現
状
は
、
「
私
」
を
精
神
的
に

〈孤
独
な
〉
状
態
に
導
く
要
素
で

あ
る
ｃ
こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
の
現
在
の
生
活
に
は
、
妻
の
逃
亡
に
よ

っ
て

〈純
情
の
生
活
〉
と

〈孤
独
な
）
現
状
と

い
う
二
つ
の
側
面
が
生
じ
た
と
わ

か
る
ｃ
つ
ま
り
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
と
い
う
名
称
は
、
こ
の
二
つ
の

側
面
が
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
〈好
意
〉
と

〈疑
惑
〉
の
間
で
葛
藤
す

る
現
在
の

「
私
」
自
身
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
ｔ

二
、
「捨
児
」
に
よ
る
相
対
化

そ
れ
で
は
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
に
動
き
を
生
じ
さ
せ
た
の
は
、
何

か
。
そ
れ
は
、
「
女
」
の
間
人
で
あ
る
こ
本
章
で
は
、
ま
ず

「
女
」
の
特
徴

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。

「
私
」
が
仕
事
に
取
り
掛
か
ろ
う
と
し
た
と
き
、
「
見
た
こ
と
も
な
い
女
」

が

「
私
」
の
家
に
聞
入
す
る
こ
「
私

一
は
、
「女

一
の

「
ひ
ど
く
蒼
ざ
め
」
た

顔
や

「何
か
に
余
ほ
ど
脅
か
さ
れ
て
ゐ
る
」
様
子
を
気
に
か
け
て
興
味
を
抱

き
は
じ
め
る
。
「
蒼
ざ
め
」
た
顔
と
い
う
表
現
を
は
じ
め
、
コ

寸
驚
い
た
ら

し
く
口
を
開
け
た
」
や

「
黙

つ
て
眉
を
動
か
し
た
」
な
ど
、
「女
」
の
表
情

は

「
私
」
の
視
点
を
介
し
て
豊
富
に
描
写
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
「
女
」
の

表
情
の
な
か
で
も
、
「
私
」
は

「女
」
の
微
笑
に
つ
い
て
、
「媚
び
で
も
な
け

れ
ば
勿
論
を
か
し
く
も
な
さ
さ
う
な
」
「
適
当
な
感
じ
の
い
い
微
笑
」
と
評

価
し
て
い
る
。
「
私
」
が

「
女
」
の
微
笑
を
率
直
な
も
の
と
し
て
見
る
と
い

一
五
九



う
こ
と
は
、
妻
の
微
笑
が
モ
ナ
リ
ザ
の
絵
か
ら
模
倣
さ
れ
た
も
の
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
じ
「
私
」
の

「
い
い
微
笑
」
と

い
う
評

価
に
は
、
「女
」
の
表
情
に
対
す
る
好
感
を
見
て
取
れ
る
こ

ま
た
、
「女
」
の
表
情
に
は
、
「蒼
ざ
め
た
顔
」
や

「赤

い
顔
」
な
ど
色
で

表
さ
れ
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
．
表
情
に
色
彩
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
で
、

「女
」
の
表
情
は
豊
か
で
率
直
な
も
の
と
し
て
想
定
で
き
る
こ
こ
の
よ
う
に

作
品
内
に
色
彩
の
去
記
が
は
じ
ま
る
の
は
、
「
私
」
が

「
女
」
に

「
馴
々
し

い
色
彩
」
を
感
じ
と

っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は

「赤
」
や

「
向
」
な

ど
の
具
体
的
な
色
の
名
称
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
ス
キ
ー
ト
ピ
ー
」

や

「
血
」
な
ど
も
物
質
の
名
称
の
み
で
、
色
は
示
さ
れ
な
か

っ
た
＾
よ

っ

て
、
作
品
内
の
色
彩
は
、
「女
」
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
要
素
と

い
え
る
．

「女
」
に
対
す
る

「
私
」
の
好
感
は
、
表
情
の
評
価
に
加
え
て

「
女
」
と

の
会
話
に
も
表
れ
て
い
る
、
「
私
」
が
妻
の
逃
亡
に
つ
い
て
話
し
た
と
き
、

「
女
」
は
逃
げ
た
妻
の
こ
と
を

「
ひ
ど
い
女
」
と
言

つ
て
批
判
す
る
，́
「
あ
な

た
が
可
哀
想
」
と
同
情
を
寄
せ
た

「
女
」
に
対
し
て
、
「
私
」
は

「
さ
う
云

つ
て
く
れ
る
者
が

一
人
ぐ
ら
ゐ
欲
し
い
」
と
答
え
て
い
る
＾
「
私
」
の
発
百

に
は
、
「女
」
の
共
感
を
歓
迎
す
る

「
私
」
の
様
子
が
窺
え
る

、^
「
私
」
は
、

「
女
」
に
擁
護
さ
れ
る
こ
と
で
、
妻
に
逃
げ
ら
れ
た
と

い
う
現
状
を
慰
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
．

し
か
し
、
「私
」
は
、
「女
」
の
告
向
に
よ

っ
て
大
き
く
動
揺
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
う
．
そ
の
告
白
は
、
人
幡
宮
で

「捨
児
」
を
し
て
き
た
と
い
う
も
の
で

あ

っ
た
´
「私
」
が
こ
の
告
向
に

「
シ
ヨ
ツ
ク
」
受́
け
た
の
は
、
「
私
」
の
唯

一
の
理
解
者
だ

っ
た

「女
」
が
、
妻
と
同
様
に
関
係
性
を
破
綻
さ
せ
て
い
た

一
六
〇

事
実
を
知

っ
た
た
め
で
あ
る
。
妻
が

「私
」
か
ら
逃
げ
て
夫
婦
関
係
を
放
棄

し
た
よ
う
に
、
「
女
」
も
ま
た

「児
」
を
捨
て
る
こ
と
で
親
子
関
係
を
放
棄

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
人
の
立
場
は
、
親
子
関
係
を
破
綻
さ
せ

た

「
女
」
と
、
夫
婦
関
係
を
破
綻
さ
れ
た

「
私
」
と
い
う
よ
う
に
、
破
綻
を

軸
に
、
能
動
と
受
動
と
い
う
根
本
的
な
対
極
の
位
置
に
あ
る
の
で
あ
る
３

「
私
」
と

「女
」
の
対
極
し
た
立
場
は
、
「私
」
と
捨
て
ら
れ
た

「児
」
と

の
間
に
、
関
係
性
を
破
綻
さ
れ
た
存
在
と
い
う
共
通
点
を
生
じ
て
い
る
．
も

ち
ろ
ん
大
人
同
士
の
関
係
と
、
親
と
養
育
さ
れ
る
べ
き

「赤
ち
や
ん
」
と
い

う
差
異
こ
そ
あ
れ
、　
一
方
的
に
関
係
を
破
綻
さ
れ
た
と
い
う
点
は
相
似
的
で

あ
る
．^
二
人
の
特
異
な
共
通
点
は
、
「
私
」
が
自
身
を

「
児
」
に
投
影
す
る

き

っ
か
け
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
．

「女
」
の
告
由
を
聞
い
た

「
私
」
は
、
「嘘
に
ひ
つ
か
か
つ
て
ゐ
る
や
う
な

気
持
ち
」
を
抱
き

つ
つ
も
、
「
児
」
を
投
し
に
人
幡
官

へ
向
か
う
、
「
私
」

は
、
「児
」
に
対
す
る

「責
務
」
と

「義
務
」
を
感
じ
、
「児
を
母
の
愛
に
訴

へ
て
彼
女
に
返
」
そ
う
と
決
め
て
足
を
進
め
る
（　
こ
の
と
き
、
「
私
」
は

「児
」
に
対
し
て
、
「
母
に
捨
て
ら
れ
た
」
こ
と
に
お
い
て

「
人
生
の
出
発
点

で
不
幸
で
あ
つ
た
」
と
同
情
を
す
る

．
そ
し
て
、
「
女
」
が
事
件
を
告
向
し

た
こ
と
に

「争
は
れ
ぬ
子
に
対
す
る
彼
女
の
愛
情
」
を
認
め
つ
つ
も
、
「私
」

は

「女
」
の

「
子
に
対
す
る
愛
情
」
に

「攻
め
か
け
て
反
省
さ
せ
」
よ
う
と

す
る
の
で
あ
る
．
「
私
」
が

「
女
」
の

「
捨
児
」
と

い
う
行
為
を

「
反
省
さ

せ
」
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
「
女
」
の
行
為
に
対
す
る
批
判
と

「
児
」

へ

の
擁
護
を
確
認
で
き
る
．^

以
上
の
よ
う
に
、
「私
」
は
、
は
じ
め
、
「児
」
と
の
境
遇
の
類
似
に
よ

っ



て
、
「
捨
児
」
と

い
う

「
唐
突
的
で
変
態
的
」
な
事
件
を
、
捨

て
ら
れ
た

「児
」
の
視
点
か
ら
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
「私
」
の

一
方
の
視
点
の
み
に

限
定
し
た
思
考
は
、
「
捨
児
」
捜
し
を
契
機
に
徐
々
に
変
容
し
て
い
く
＾
「
捨

児
」
捜
し
か
ら
帰
宅
し
た

「
私
」
は
、
「
女
」
と
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
を

す
る
こ「

ゐ
て
つ
」
と
女
は
訊

い
た
。
（略
）
「
そ
ん
な
も
の
な
ん
か
ゐ
な
か
つ

た
よ

」^
／
「
あ
ら
、
さ
う
．Ｌ

と
女
は
云
ふ
と
、
眼
を
大
き
く
開
け
て
私

の
顔
を
眺
め
て
ゐ
た
ｃ
「
ど
う
し
た
ん
で
せ
う
」
と
で
も
云
ふ
や
う
に

彼
女
の
唇
の
片
端
は
少
し
吊
り
上
り
、
幽
か
な
笑
顔
と
な
つ
て
何
か
遠

く
の
間
き
馴
れ
ぬ
を
か
し
げ
な
物
音
を
聞
き

つ
け
た
か
の
や
う
な
感
じ

が
あ

つ
た
ｃ
私
の
疑
ひ
な
ど
は
て
ん
で
受
け
つ
け
な
い
と
云
ふ
か
の
や

う
な
そ
の
彼
女
の
様
子
に
は
、
私
の
し
つ
こ
い
疑
ひ
も
全
く
と
れ
た
。

「児
」
を
見
つ
け
ら
れ
な
か

っ
た

「
私
」
は
、
「
女
」
の

「
答
弁
の
仕
方
」

で

「
捨
児

一
が

「事
実
で
あ

つ
た
か
ど
う
か
判
断
」
し
よ
う
と
帰
路
に
つ
い

た
。
し
か
し
、
そ
こ
で

「
私
」
を
迎
え
た
の
は
、
「
私
の
疑
ひ
な
ど
は
て
ん

ｒ
受
け
つ
け
な
い
」
よ
う
な

「
女
」
の
態
度
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
こ
の
態

度
を
き

つ
か
け
に

「
捨
児
」
事
件
を
受
け
容
れ
は
じ
め
る
．

「女
」
は
、
「
私
」
の
追
及
に
対
し
て
、
「
捨
児
」
と

い
う
行
為
が

「
殺
す

よ
り
い
い
と
思
つ
た
の
さ
」
と
弁
明
す
る
。
さ
ら
に
、
「
い
い
家
だ

つ
た
ら

捨
て
と
く
わ
」
と
発
言
す
る
こ
と
で
、
「
児
」
を
思
う
気
持
ち
を
覗
か
せ
て

い
る
ｃ
「
女
」
は
貧
困
に
よ

っ
て

「
児
」
を
養
育
で
き
な

い
と

い
う
現
状
を

横
光
利

一

「
無
礼
な
街
」
論

把
握
し
て
お
り
、
打
開
策
と
し
て

「捨
児
」
と
い
う
選
択
肢
を
取

っ
た
の
で

あ
る
。
「
私
」
は
、
「女
」
の
選
択
を

「
子
供
の
た
め
に
も
自
分
の
た
め
に
も

都
合
の
い
い
方
法
を
取

つ
た
」
結
果
で
あ
る
と
肯
定
す
る
．
こ
の
肯
定
に

は
、
「
彼
女
を
攻
め
か
け
て
反
省
」
さ
せ
よ
う
と
批
判
し
て
い
た

「
私
」
の
、

心
境
の
変
化
が
表
れ
て
い
る
ｃ
「私
」
は
、
「捨
児
」
事
件
を

「児
」
の
視
点

か
ら
だ
け
で
な
く
、
冒
Ｌ

を
捨
て
た

「
女
」
の
視
点
か
ら
も
捉
え
る
の
で

あ
る
＾
こ
れ
は
、
「
私
」
が
、
「捨
児
」
事
件
に
つ
い
て
、
関
係
を
破
綻
さ
せ

た
者
と
破
綻
さ
れ
た
者
と

い
う
両
方
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
「女
」
は
、
「
私
」
に
男
か
ら

「
五
度
、
六
度
」
捨
て
ら
れ
て
き
た

話
を
す
る
ｃ
こ
の
話
は
、
「私
」
に
、
「捨
児
」
を
し
た

「女
」
も
ま
た
、
関

係
性
を
破
綻
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
。
「
私
」
は

「
捨
児
」
事
件

に
よ

っ
て
関
係
性
の
破
綻
を
破
綻
さ
せ
た
側
と
破
綻
さ
れ
た
側
の
視
点
に
立

つ
経
験
を
し
て
い
た
が
、
「
女
」
は
実
際
に
関
係
性
の
破
綻
を
両
方
の
立
場

で
体
験
し
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
男
に

「
捨
て
ら
れ
た
」
と
い
う
経
験
は
、

異
な
る
境
遇
に
あ

つ
た

「
私
」
と

「女
」
に
共
通
点
を
与
え
る
と
い
え
る
こ

こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
は
、
「捨
児
」
事
件
を
介
し
て
、
破
綻
さ
せ
た
側
と

破
綻
さ
れ
た
側
と

い
う
双
方

の
視
点
か
ら
現
状
を
提
え
る
経
験
を
し
て
い

た
〓
こ
の
経
験
は
、
「
私
」
の

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
に
も
影
響
を
及
ぼ

す
と
考
え
ら
れ
る
ｃ
な
ぜ
な
ら
、
「捨
児
」
事
件
に
お
け
る

「女
」
と

「児
」

と
の
親
子
関
係
の
破
綻
は
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
の
要
因
と
な

っ
た
、

妻
と

「
私
」
の
夫
婦
関
係
の
破
綻
に
類
似
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
）
「
私
」

と
捨
て
ら
れ
た

「
児
」
と
が
共
に
関
係
を
破
綻
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
よ
う

一
」
（

一



に
、
逃
げ
た
妻
と

「女
」
に
も
ま
た
関
係
を
破
綻
さ
せ
た
存
在
と
い
う
共
通

点
が
あ
る
．
「
私
」
は
、
「捨
児
」
事
件
に
関
わ
る
前
、
夫
婦
関
係
の
破
綻
に

つ
い
て
自
分
の
視
点
で
し
か
解
釈
を
試
み
て
い
な
か

っ
た
　
し
か
し
、
「
私
」

は
、
「
捨
児
」
事
件
を
捨
て
た
側
と
捨
て
ら
れ
た
側
の
ヶ
一場
か
ら
鑑
み
る
こ

と
で
、
自
身
の
現
状
を
逃
げ
た
側
と
逃
げ
ら
れ
た
側
の
視
点
か
ら
見
る
こ
と

が
で
き
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
は

「
捨
児
」
事
件
を
介
し
て
、
妻
に
逃

げ
ら
れ
た
と
い
う
現
状
を
相
対
化
し
た
の
で
あ
る

．

三
、
〈疑
惑
〉
の
相
対
化

「
私
」
が
自
身
の
現
状
を
相
対
化
す
る
と

い
う
経
験
は
、
妻
の
逃
亡
だ
け

で
な
く
、
「
私
」
の

〈疑
惑
〉
に
つ
い
て
も
効
果
を
発
揮
す
る
。
本
章
で
は
、

他
者
に
対
す
る

「
私
」
の
猜
疑
心
が
、
「
捨
児
」
事
件
を
端
緒
と
し
て
ど
の

よ
う
に
変
化
す
る
の
か
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
）

「
私
」
は

「
捨
児
」
を
捜
し
に
行

っ
た
と
き
、
八
幡
宮
で

一
人
の

「
男
」

に
遭
遇
す
る
．
「
私
」
は
、
「
男
」
が

「
捨
児
に
逢

つ
た
」
と
推
測
し
、
一
近

寄

つ
て
行
つ
て
捨
児
の
こ
と
を
訊
ね
て
み
よ
う
」
と
す
る

．
し
か
し
、
二
人

に
言
葉
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
私
」
は

「
男
」
の

「
挙
動
を
観
察
」

す
る
こ
と
で
意
向
を
汲
も
う
と
苦
心
す
る
　
「
私
」
が
相
手
の
意
向
を
態
度

か
ら
探
る
こ
と
は
、
「
女
」
や
妻
と

の
関
係
で
も
見
ら
れ
た
習
性
で
あ
る

．

意
を
決
し
て

「
男
」
に
近
づ

い
た

「
私
」
は
、
「
男
」
の
放

つ

「
疑
ひ
深
さ

う
な
そ
の
眼
の
光
り
」
に
よ

っ
て
、
「
争

い
さ
う
な
気
持
ち
」
に
な

っ
て
し

ま
う

。
「
不
快
」
な
気
分
に
な

っ
た

「
私
」
は
、
「
男

一
が

「誰
か
と
そ
こ
で

一
上ハ
一
一

待
ち
合
せ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
思
い
改
め
て
、
そ
の
場
を
離
れ
る

「
私
」
と

「
男
」
に
お
け
る

〈疑
惑
〉
は
貞
操
を
対
象
に
し
た
も
の
で
は
な

い
が
、
「
私
」
は

「
男
」
と

い
う
他
者
に
対
し
て
、
「捨
児
」
と
関
係
が
あ
る

と

い
う

（疑
惑
〉
を
抱

い
て
い
る
．^

こ
の
遭
遇
は
、
妻
や

「
女
」
に
疑

い
の
眼
を
向
け
て
い
た

「私
」
に
、
疑

わ
れ
る
と

い
う
体
験
を
さ
せ
る
こ
「
男
」
の

「
疑
ひ
深
さ
う
な
」
「
限
の
光

り
」
に
対
す
る

「
私
」
の
反
応
に
は
、
疑
わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る

「
私
」
の

嫌
悪
感
が
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
こ

つ
ま
り
、
「
捨
児
」
を
き

っ
か
け
と
し
た

「男
」
と
の
遭
遇
は
、
「
私
」
に
疑
う
側
と
疑
わ
れ
る
側
の
立
場
を
体
感
さ
せ

た
の
で
あ
る
．

〈疑
惑
）
を
疑
う
側
と
疑
わ
れ
る
側
と
い
う
両
方
の
視
点
か
ら
捉
え
る
こ

と
は
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
で
効
果
的
に
機
能
し
て
い
く

．^
「
私
」
が
他

者
に
向
け
た

（疑
惑
〉
の
な
か
で
、
根
強
い
も
の
に
女
性
の
貞
操
に
対
す
る

〈疑
惑
〉
が
あ
る
こ
妻
の
貞
操
に
対
す
る

〈疑
惑
〉
は
、
「孤
独
な
純
情
の
生

活
」
に
お
い
て

「
私
」
の
葛
藤

の
原
因
と
な

っ
た
要
素
で
あ

っ
た

．
し
か

し
、
「
私
」
の
生
活
で

〈疑
惑
）
の
対
象
と
な

っ
た
の
は
、
妻
の
貞
操
だ
け

に
限
ら
れ
な
い
．

全
く
私
に
限
ら
ず
彼
女

（「
女
」

引
用
者
注
）
を
ひ
と
眼
見
た
も
の

は
、
彼
女
の
そ
の
態
度
か
ら
嵯
し
い
生
活
の
匂
ひ
を
嗅
ぎ
つ
け
た
に
ち

が
ひ
な
い
．

此
の
女
は
支
那
人
と
も
何
か
関
係
が
あ
つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
　
男
の
家



か
ら
家

へ
と
泊
り
渡
つ
て
ゐ
る
特
種
の
女
ら
し
か
つ
た
ｃ

こ
れ
ら
は
、
「
女
」
に
対
す
る

「
私
」
の
認
識
の

一
部
で
あ
る

）^
「
私
」

は
、
「女
」
の
貞
操
に
つ
い
て
、
「
男
の
家
か
ら
家

へ
と
泊
り
渡
つ
て
ゐ
る
特

種
の
女
」
と
い
う
偏
見
を
持

っ
て
い
る
）^
「女
」
が

「前
に

（「
私
」
の
家

へ

引
用
者
注
）
来
た
と
き
に
は
支
那
人
が
ゐ
た
」
と
言
う
と
、
「
私
」
は

「支
那
人
と
も
何
か
関
係
が
あ

つ
た
に
ち
が
ひ
な
い
」
と
憶
測
す
る
．
さ
ら

に
、
白
血
球

の
形
に
よ

っ
て
女
性
の
貞
操
が
暴
け
る
と
言

っ
た
と
き
も
、

「
私
」
は

「女
の
血
球
を
鏡
盤
に
乗
せ
て
み
た
い
興
味
」
を
持
つ
の
で
あ
る
．

こ
の
よ
う
に
、
「女
」
の
貞
操
も
ま
た
妻
と
同
様
に
、
「私
」
の

〈疑
惑
〉
の

対
象
と
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
私
」
の

〈疑
惑
〉
の
眼
に
対
し
て
、
「
女
」
は
次
の
よ
う
な
態
度
で
応
じ

ス？
。^

女
は
返
事
も
せ
ず
に
隣
室
で
何
庭
か
へ
突
き
あ
た
る
や
う
な
音
を
立
て

て
ゐ
た
ｃ
暫
く
す
る
と
彼
女
は
荒
々
し
く
蒲
団
を
踏
み
つ
け
な
が
ら
勝

手
に
床
を
敷
き
始
め
た
ｃ
私
は
彼
女
の
無
雑
作
な
そ
の
様
子
を
見
て
ゐ

る
と
身
体
が
何
と
な
く
浮
き
立

つ
て
来
て
晴
や
か
な
気
持
ち
に
な

つ

た
。
（略
）
女
は
別
に
何
の
暗
示
も
残
さ
ず
に
直
ぐ
襖
を
開
め
た
ｃ
そ

れ
が
私
に
思
は
ぬ

一
滴
の
美
し
い
感
じ
を
落
し
て
く
れ
た
ｃ
此
の
場
合

そ
の
美
し
い
感
じ
を
感
じ
得
ら
れ
た
と
云
ふ
こ
と
も
ま
た
私
に
と
つ
て

は
な
か
な
か
の
大
切
な
誇
り
で
あ
つ
た
ｃ

横
光
利

一

「無
礼
な
街
」
論

寝
支
度
す
る

「
女
」
の
態
度
は
、
「
無
雑
作
な
そ
の
様
子
」
や

「
何
の
暗

示
も
残
さ
」
な
い
も
の
で
あ
り
、
「
私
」
に

「晴
や
か
な
気
持
ち
」
や

「
一

滴
の
美
し
い
感
じ
」
を
与
え
る
．

そ
れ
で
は
、
「
私
」
の
発
し
た

「大
切
な
誇
り
」
と
は
何
を
意
味
す
る
の

だ
ろ
う
か
ｃ
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
「
男
」
と
の
遭
遇
を
踏
ま
え
て
考
え
る
必

要
が
あ
る
ｃ
「
男
」
と
の
遭
遇
で
明
ら
か
に
な

っ
た
の
は
、
「
疑
ひ
深
さ
う

な
」
「
眼
の
光
り
」
に
対
す
る

「
私
」
の
不
快
感
で
あ

っ
た
ｃ
「
私
」
は
、

〈疑
惑
）
の
対
象
か
ら
、
疑
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
敏
感
に
察
知
し
た
人
物

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
は

「女
」
の
貞
操
に

〈疑
惑
〉
を
持
つ
一
方
で
、

自
身
が

「女
」
に
疑
わ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か

し
、
「
私
」
の
懸
念
に
反
し
て
、
「女
」
は

「
無
雑
作
な
そ
の
様
子
」
を
繰
り

返
す
。
こ
の
態
度
は
、
「
女
」
の
貞
操
に
対
す
る

（疑
惑
〉
を
拭
い
去
る
と

同
時
に
、
「
私
」
の
性
が

〈疑
惑
〉
の
対
象
に
な

っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す

．

こ
れ
が
、
「私
」
に

「
大
切
な
誇
り
」
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
こ
し
た
が

っ

て
、
「
大
切
な
誇
り
」
と
は
、
「女
」
の
媚
び
の
対
象
に
な
ら
な
か
っ
た
と
い

う
事
実
に
よ

っ
て
、
「
私

一
の
自
尊
心
が
守
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
．

さ
ら
に
、
「女
」
は

「捨
児
」
事
件
に
つ
い
て
も
、
「私
の
疑
ひ
な
ど
は
て

ん
で
受
け
つ
け
な
い
」
よ
う
な
態
度
を
と
る
。
そ
の
態
度
は
、
「
捨
児
」
事

件
の
真
偽
に
対
す
る

（疑
惑
）
を
解
消
さ
せ
、
「
私
」
に

「
捨
児
」
の
存
在

を
肯
定
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
「女
」
の
態
度
に
は

「
私
」
の

〈疑
惑
〉

を
和
ら
げ
る
効
果
が
あ
る
と
裏
付
け
ら
れ
る
ｃ

「
捨
児
」
事
件
は
、
「
私
」
に
、
関
係
性
の
破
綻
だ
け
で
な
く
、
〈疑
惑
〉

一
上（
一一一



に
つ
い
て
も
疑
う
側
と
疑
わ
れ
る
側
と
い
う
両
方
の
立
場
で
経
験
さ
せ
て
い

た
＾
「
私
」
は
、
異
な
る
視
点
に
立

つ
こ
と
で
、
異
な
る
境
遇
を
持

つ
相
手

に
理
解
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
変
化
は
、
「
私
」
が

「女
」

に
共
感
す
る
こ
と
で
可
能
に
な

っ
た
と

い
え
る
３
「
女
」
に
対
す
る

「
私
」

の
批
判
的
な
認
識
は
、
「
女
」
の
表
情
や
態
度
に
よ

っ
て
、
理
解
を
示
す
よ

う
な
認
識
に
変
わ

っ
て
い
る
ｔ
も
ち
ろ
ん
、
「
女
」
の
表
情
や
態
度
の
意
味

づ
け
は

「
私
」
自
身
の
認
識
に
よ

っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
、
「女
」

自
身
が
表
情
や
態
度
に
込
め
た
真
意
は
不
明
で
あ
る
　
し
か
し
、
「
私
」
の

「
女
」
に
対
す
る
認
識
が
批
判
的
な
も
の
か
ら
擁
護
的
な
も

の
に
変
化
し
、

そ
れ
が

「
私
」
に
相
対
的
な
思
考
を
可
能
に
さ
せ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
が
現
状
を
相
対
化
す
る
た
め
に
は
、
「
私
」
が

「
女
」

と

い
う
異
な
る
視
点

に
立

っ
て
考
え
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
ｃ

こ
こ
に

「
女
」
の
人
物
像
が
、
「私
」
の
視
点
を
介
し
て
描
写
さ
れ
た
必
然
性
が
あ
る

と

い
え
る
＾

四
、
「私
」
の
変
化
―
―
イ
メ
ー
ジ
の
転
換

前
章
ま
で
に
分
析
し
て
き
た

「女
」
の
間
人
に
よ
る

「
私
」
の
変
化
は
、

情
景
描
写
に
よ

っ
て
象
徴
さ
れ
る

冒
頭
部
の

「
私
」
は
、
「
人
々
の
身
体
に
突
き
あ
た
つ
て
行
く
の
は
い
や

だ
」
と

「街
を
外
れ
」
て
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
の
基
盤
で
あ
る

「
露

路
来
の
袋
の
底
の
ど
ん
底
」
に
あ
る
家
に
向
か
う

こ
の
と
き
、
作
品
内
に
は
、
「
私
」
を

「
追

い
か
け
」
る
存
在
と
し
て
新

一
六
四

月
が
描
か
れ
る
。
新
月
は
、
太
陽
と
月
の
黄
経
が
等
し
く
な

っ
た
と
き
、
西

の
空
に
見
え
る
細
い
月
で
あ
る
３
本
文
に
は

「
月
の
光
が
水
に
映
つ
て
き
ら

り
と

一
つ
光

つ
て
ゐ
た
」
と
あ
る
の
で
、
作
品
内
の
新
月
は
三
日
月
と
推
定

で
き
る
ｃ
新
月
は
、
「
私
」
が

「
暗

い
露
路
を
鍵
形
に
幾

つ
も
曲

つ
て
も
」
、

「
追
ひ
か
け
」
て
く
る
　
そ
し
て
、
「
ひ
と
り
空
に
残

つ
て
ゐ
る
」
「
新
月
」

を
見
上
げ
た

「
私
」
は
、
フ
季
か
べ
き
現
象
だ
ね
」
と
自
嘲
的
に
呟
く
の
で

あ
る
．
新
月
が

「
ひ
と
り
」
で
暗

い
夜
空
に
残
る
様
子
は
、
妻
に
逃
げ
ら
れ

て

「
ひ
と
り
」
で

「暗

い
露
路
」
の
家
に
残
さ
れ
た

「
私
」
の
姿
を
紡
彿
さ

せ
る
．
さ
ら
に
、
新
月
が

「
ひ
と
り
」
で

「
私
」
を
追
い
続
け
る
様
子
は
、

「
私
」
が

「
ひ
と
り
」
で

「
逃
げ
た
妻
の
美
し
い
習
慣
」
に
執
若
す
る
姿
に

重
な
る
．^
こ
の
よ
う
に
、
新
月
に
は
、
現
在
の

「私
」
の
行
動
と
類
似
点
が

多
く
見
ら
れ
る
。
よ

っ
て
、
新
月
は
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
を
象
徴
す

る
イ
メ
ー
ジ
の

一
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き
る

）^
ま
た
、
「
私
」
の
習
慣
は

「
尽
寝
て
夜
起
き
る
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
夜
に
起
因
す
る

「
闇
」

や

「
瞑
想
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
も

「孤
独
な
純
情
の
生
活
」
を
象
徴
す
る

と
い
え
る
＾

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
夜
明
け
に
よ

っ
て

一
時
的
に
転
倒
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
　
夜
明
け
は
、
朝
Ｈ
を
到
来
さ
せ
、
「
私
」
の
生
活
を
象

徴
し
た
新
月
を
見
え
な
く
さ
せ
て
し
ま
う
　
新
月
か
ら
転
換
さ
れ
た
朝
Ｈ

は
、
「
街
」
や
、
「
露
路
裏
」
に
あ
る

「
私
」
の
部
離
を

「
明
る
く
」
し
て
、

「桃
色
」
な
ど
の
色
彩
や
輝
き
を
蘇
ら
せ
て
い
く
　
そ
れ
は
、
「
間
」
や

「
瞑

想
」
な
ど

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
に
あ

っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
、
正
反
対
の

も
の
で
あ
る
．



朝
日
が
払
拭
す
る

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
新
月
や

「
間
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
ｃ

私
は
教
会
堂
の
横
を
通

つ
て
坂
を
登
つ
た
こ
私
は
ふ
と
妻
の
こ
と
を
思

ひ
出
し
た
）^
何
ぜ
だ
か
私
は
こ
こ
を
通
る
度
に
い
つ
も
必
ず
妻
の
こ
と

を
思
ひ
出
す
。
勿
論
そ
の
あ
た
り
に
は
私
に
妻
を
思
ひ
出
さ
し
め
る
何

ら
の
特
種
な
現
象
も
な
い
筈
だ
の
に
３

と
、
ま
た
私
は
妻
の
こ
と
が
頭
の
中
に
浮
か
ん
で
来
た
ｃ
例
の
坂
だ
。

私
は
坂
の
中
途
に
立
ち
停
つ
て
周
囲
を
眺
め
廻
し
て
見
た
し
が
、
や
め

た
。
危
く
私
は
私
を
見
詰
め
る
妻

の
表
情
で
萎
れ
さ
う
に
な

つ
て
来

た
ｃ
闇
と
瞑
想
と
は
い
つ
の
場
合
で
も
禁
物
だ
ｃ

「
例
の
坂
」
は
、
「私
」
が

「
通
る
度
に
い
つ
も
必
ず
」
妻
を
思
い
出
し
た

場
所
で
あ
る
ｃ
前
夜
に
八
幡
官
に
行

っ
た
と
き
、
「
私
」
は
い
つ
も
の
よ
う

に
妻
を
想
起
し
て
い
る
。
「例
の
坂
」
の
描
写
は
作
品
内
に
三
か
所
あ
る
が
、

最
後
の

一
つ
だ
け
状
況
が
異
な
る
ｃ
作
品
内
で

「
私
」
が
最
後
に

「
例
の

坂
」
を
通

っ
た
の
は
、
翌
朝
に

「女
」
と
二
人
で
八
幡
官
に
行

っ
た
と
き
と

で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
「
私
」
が
妻
を
想
起
す
る
こ
と
は
な
く
、
本
文
に
は

「朝
日
は
い
よ
い
よ
明
る
く
輝
き
だ
し
た
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、

前
夜
に

「
例
の
坂
」
を
満
た
し
て
い
た

「
闇
」
や

「
瞑
想
」
は
、
朝
日
に
よ

っ
て

「
明
る
」
さ
や
色
彩
と

い
う
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
転
換
さ
れ
て
い

る
。
「
例
の
坂
」
で
妻
の
姿
が
回
想
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
「
逃
げ
た
妻
の
美
し

横
光
利

一

「無
礼
な
街
」
論

い
習
慣
」
に
依
存
し
た

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
に
お
い
て
重
大
な
変
化
で

あ
る
．

し
か
し
、
朝
日
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
に
、
妻
の
姿
を
見
え
な
く
さ
せ
る
ほ
ど

の
効
果
が
あ

つ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
だ
ろ
う
ｃ
な
ぜ
な
ら
、
朝
日
は

「
例

の
坂
」
に
お
け
る
妻
の
不
在
を
象
徴
し
た
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
ｃ
そ
れ

で
は
、
な
ぜ

「私
」
は
あ
れ
ほ
ど
執
着
し
て
い
た
妻
の
姿
を
想
起
し
な
か

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
探
る
た
め
に
、
「
私
」
が

「
女
」
の
思
考
に
つ
い

て
述
べ
た
場
面
を
見
て
い
き
た
い
ｃ

生
活
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
の
避
く
可
ら
ざ
る
反
証
と
し
て
の
苦
痛

が
、
そ
れ
だ
け
に
ま
た
突
如
と
し
て
彼
女
ら
の
精
神
の
弱
つ
た

一
部
を

め
が
け
て
斬
り
込
ん
で
来
る
に
ち
が
ひ
な
い
ｃ
此
の
た
め
彼
女
ら
に
と

つ
て
最
も
大
切
な
生
活
上
の
武
器
は
忘
却
と
云
ふ
こ
と
だ
。

「
私
」
は
、
「女
」
が

「
人
生
の
苦
痛
」
か
ら
逃
れ
る
た
め
の

「最
も
大
切

な
生
活
上
の
武
器
」
と
し
て

「忘
却
」
と
い
う
手
段
を
認
識
す
る
こ
Ｆ
心
却
」

は
、
「
逃
げ
た
妻
の
美
し
い
習
慣
を
忘
れ
ぬ
こ
と
」
を
尊
重
し
た

「
私
」
の

生
活
と
は
対
照
的
な
要
素
で
あ
る
ｃ
し
か
し
、
「
私
」
が

「
女
」
の
思
考
に

「忘
却
」
を
認
め
た
後
に
、
翌
朝

「
私
」
が

「
例
の
坂
」
を
通
る
と
妻
の
姿

が
思
い
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
ｃ
こ
の
よ
う
な

「
例
の
坂
」
で
の
描
写
の
変

化
に
お
い
て
、
「
私
」
の
生
活
に

「忘
却
」
の
受
容
が
み
ら
れ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
「
私
」
は

「
女
」
の

「
忘
却
」
と

い
う
要
素
に
触
れ
る
こ
と
で
、

「
逃
げ
た
妻
の
美
し
い
習
慣
」
に
す
が
る
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
で
あ
る
．

一
六
五



そ
し
て
、
妻
の
姿
が

「女
」
と
の
関
わ
り
に
よ

っ
て
想
起
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
は
、
「女
」
が

「
私
」
の
部
屋
を

「
掃
除
」
す
る
と

い
う
行
動
に
よ

っ

て
も
象
徴
的
に
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
「女
」
の

「
掃
除
」
と

い
う
行
動

の
効
果
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
花
に
注
目
し
た
い
）́

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
に
は
様
々
な
花
が
描
か
れ
る
が
、
そ
の
な
か
で

も

「
花
婉
豆
」
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
に
焦
点
を
当
て
る
）^
Ｆ
化
婉
豆
」
は

初
出
の
段
階
で

「
ス
井
―
ト
ピ
ー
」
の
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
お
り
、
「花
碗
豆
」

の

「
こ
ぼ
れ
た
花
弁
」
が

「散

つ
て
ゐ
た
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
の
柔
い
花
弁
」
と

さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
花
碗
豆
」
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
は
同

一
の
植
物
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
こ
作
品
内
で
同

一
の
植
物
が
煩
瑣
を
顧
み
ず
別
の
名
称

で
書
き
分
け
ら
れ
る
の
は
、
「
花
婉
豆
」
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
の
み
で
あ

る
〉^
よ

っ
て
、
「
花
婉
豆
」
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
は
、
作
品
内
の
花
々
の

な
か
で
も
特
筆
に
値
す
る
と
い
え
る
＾ヽ

「
私
」
は
、
「孤
独
な
純
情
の
生
活
」
に

「
よ
り
い
さ
さ
か
の
生
気
を
放
た

ん
が
た
め
」
に
、
「
到
る
所
の
花
瓶
や
花
筒
に
花
碗
豆
」
を
活
け
る
＾
「花
碗

豆
」
は
妻
が

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
の
花
束
に

「
心
を
年
は
れ
」
た
様
子
を
想

起
さ
せ
、
鏡
盤
に
載
せ
ら
れ
た

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
は
■
の
血
球
に
興
味
を

持

っ
た
記
憶
を
甦
ら
せ
て
い
た
こ
こ
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
の
花
も
妻
の
姿
を

導
く
た
め
、
「
花
婉
豆
」
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
は

「
私
」
に
妻
を
想
起
さ

せ
る
装
置
と
し
て
機
能
す
る
と
わ
か
る

「
花
碗
豆
」
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
は
、
「
汚
い
部
屋
」
で
妻
を
想
起
さ
せ

る
と

い
う
共
通
点
を
持

っ
た
植
物
で
あ
る
　
そ
れ
ぞ
れ
の
花
に
つ
い
て
細
か

く
見
て
い
き
た
い
．
「
花
婉
豆
」
は

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
に

「
い
さ
さ

一
二ハ
六

か
の
生
気
を
放
」
ち
、
「
雌
蕊
の
夜
の
眠
り
の
研
究
」
に
用
い
ら
れ
る
ｃ
「花

婉
豆
」
が

「
私
」
の
生
活
に

「
い
さ
さ
か
の
生
気
を
放
」

つ
の
は
、
「
私
」

に
妻
の
過
去
の
姿
と

〈好
意
〉
を
想
起
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
。
「
私
」
が
没

頭
す
る

「
雌
孟
の
夜
の
眠
り
の
研
究
」
は
、
「
私
」
が
妻
の
貞
操
に

〈疑
惑
〉

を
抱
い
た
こ
と
と
重
な

っ
て
い
た
こ
こ
の
よ
う
な
、
「花
婉
豆
」
の

〈好
意
〉

と

〈疑
惑
）
と
い
う
要
素
は
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
の
要
素
と

一
致
し

て
い
る
ｃ
よ

っ
て
、
「
花
就
豆
」
で
満
た
さ
れ
た

「
汚
い
部
屋
」
は
、
過
去

の
妻
の

（好
意
〉
に
執
着
し
た

「
私
」
の
生
活
を
象
徴
す
る
と
い
え
る
こ

そ
れ
で
は
、　
一
方
の

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
は
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い

る
の
か
　
作
品
内
に

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
と

い
う
言
葉
は
、
三
回
登
場
す

る

．
初
め
は

「
私
」
が
妻
に

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
を
買

っ
て
帰

っ
た
と
き
、

続

い
て

「
私
」
が

「指
の
血
を
散

つ
て
ゐ
た
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
の
柔
い
花
弁
で

拭
き
と
つ
た
」
と
き
、
そ
し
て

「
血
を
拭
い
た
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
の
花
弁
を
鏡

盤
の
上
に
置
い
」
た
と
き
で
あ
る
　^
二
番
目
の
血
の
つ
い
た

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ

ー
」
が
、
三
番
Ｈ
、
「
鏡
盤
の
上
に
置
」
く

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
と
な
る

こ
こ
か
ら
、
「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
が
主
に
過
去
と
現
在
と

い
う
二
つ
の
場
面

で
登
場
す
る
こ
と
が
わ
か
る
．。
そ
し
て
、
「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
の
効
果
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
で
異
な

っ
て
い
る
´

ま
ず
、
「
私
」
が
買

っ
て
き
た

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
は
、
過
去
と
い
う
空

間
に
あ
り
な
が
ら
も
、
「
美
し
」
く
咲
い
て
お
り
、
妻
が

「
一
束
の
花
」
に

「
心
を
奪
は
れ
」
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ

っ
た
．
そ
れ
に
対
し
て
、

「
私
」
の

「
汚
い
部
屋
」
を
満
た
し
て
い
る

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
は
、
現
在

と

い
う
時
間
に
あ
り
な
が
ら
も

「
萎
ん
で
枯
れ
」
た
状
態
に
あ
り
、
去
の
貞



操
に
対
す
る

「私
」
の

〈疑
惑
〉
を
思
い
出
さ
せ
て
い
る
ｃ
こ
の
よ
う
に
、

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
が

「
私
」
に
妻

へ
の

〈好
意
〉
と

〈疑
惑
〉
を
認
識
さ

せ
た
こ
と
は
、
先
に
分
析
し
た

「花
婉
豆
」
に
同
じ
で
あ
る
。

存
在
す
る
時
間
に
よ
っ
て

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
の
状
態
が
異
な
る
こ
と

は
、
妻
に
対
す
る

「
私
」
の
意
識
に
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
）^
な
ぜ
な

ら
、
「私
」
は
、
過
去
の
花
が

「
綺
麗
」
に
咲
く
よ
う
に
過
去
の
妻
に

（好

意
〉
を
感
じ
、
現
在
の
花
が

「
萎
ん
で
枯
れ
」
る
よ
う
に
、
現
在
は
妻
に

〈疑
惑
〉
を
も
抱
く
か
ら
で
あ
る
ｃ
「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
は
、
「花
婉
豆
」
と

違

っ
て
、
甘
い
匂
い
を
発
す
る
花
で
あ
る
。
作
品
内
に
描
か
れ
た

「
ス
ヰ
ー

ト
ピ
ー
」
の
う
ち
、
新
鮮
な
も
の
は
過
去
に

「私
」
が
購
入
し
て
き
た
花
だ

け
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の

「孤
独
な
純
情
の
生
活
」
を
満
た
す

「
ス
ヰ
ー
ト

ピ
ー
」
は
、
「萎
ん
で
枯
れ
」
て
い
る
。
「萎
ん
で
枯
れ
」
た
花
や

「
花
婉

豆
」
の
匂
い
は
、
「
綺
麗
」
に
咲
い
た

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
の
匂
い
に
劣
る

と
考
え
ら
れ
る
。
「私
」
は
、
過
去
の

「綺
麗
」
な
花
を
見
る
よ
う
に
、
妻

の
過
去
の
姿
に
依
存
す
る
。
し
か
し
、
現
在
の

「
私
」
を
と
り
ま
く
生
活

は
、
妻
の

〈好
意
〉
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
現
在
の

「私
」
が
過
去
の
花
の
匂
い
を
体
感
で
き
な
い
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
ｃ
そ
の

た
め
、
「私
」
は
、
現
在
の
生
活
を

「慰
め
」
る
た
め
に
、
過
去
の
妻
の
姿

に
固
執
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
「花
婉
豆
」
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」

は
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
に

「
い
さ
さ
か
の
生
気
」
を
放

つ
た
め
の

〈好
意
〉
と
、
「雌
五
の
夜
の
眠
り
の
研
究
」
に
代
表
さ
れ
る

〈疑
惑
）
を
象

徴
す
る
花
と
い
え
る
。

ま
た
、
メ
ン
デ
ル
が
遺
伝
の
法
則
の
発
見
に
エ
ン
ド
ウ
の
種
子
を
用
い
た

横
光
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こ
と
か
ら
、
当
時
の

「花
碗
豆
」
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
に
は
既
に
遺
伝
の

イ
メ
ー
ジ
が
あ

っ
た
と
考
え
弓
れ
る
。

エ
ン
ド
ウ
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」

は
、
容
易
に
自
家
受
精
が
で
き
る
植
物
で
も
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら

の
花
に
は
、
遺
伝
と
自
家
受
精
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
わ
か
る
。
「花
婉
豆
」

や

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
の
自
家
受
精
の
よ
う
に
、
「
ひ
と
り
」
で
夫
婦
関
係

を
再
現
す
る
様
子
は
、
ま
さ
に

「私
」
の

「孤
独
な
純
情
の
生
活
」
そ
の
も

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
私
」
の

「
汚
い
部
屋
」
に
は
、
で
」
ぼ
れ
た
花
弁
」
が

「
昨
日

の
ま
ま
に
散

つ
て
ゐ
た
」
ｃ
そ
の
後
、
「
私
」
が

「指
の
血
を
散

つ
て
ゐ
た
ス

ヰ
ー
ト
ピ
ー
の
柔
い
花
弁
で
拭
き
と

つ
」
て
い
る
こ
と
か
ら
、
で
」
ぼ
れ
た

花
弁
」
は

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
「
花
婉
豆
し

の
花
弁
を
示
す
と
わ
か
る
。

繰
り
返
す
が
、
「花
碗
豆
」
は
、
妻
の
記
憶
を
想
起
さ
せ
、
「孤
独
な
純
情
の

生
活
」
に

「
い
さ
さ
か
の
生
気
」
を
放

つ
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ

ら
の
花
々
は
、
「女
」
に
よ

っ
て
作
品
内
か
ら

一
掃
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
ｃ

「
私
」
が

「
捨
児
」
捜
し
か
ら
帰
宅
し
た
と
き
、
「女
」
は

「私
」
に

「
私
部

屋
を
掃
除
し
と
い
た
の
よ
。
綺
麗
に
な
つ
た
で
せ
う
」
と
報
告
す
る
。
「私
」

の

「
汚
い
部
屋
」
が

「
掃
除
」
さ
れ
る
こ
と
は
、
妻
を
想
起
さ
せ
る
装
置
だ

っ
た

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ
ー
」
や

「花
碗
豆
」
が

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
か
ら

排
除
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
ｃ
つ
ま
り
、
過
去
の
妻
の
姿
に
東
縛
さ
れ
た

「
私
」
の
生
活
は
、
「
女
」
の
間
入
に
よ

っ
て
変
容
す
る
と

い
え
る
。
「女
」

が

「
私
」
の
部
屋
を
掃
除
す
る
こ
と
は
、
「
私
」
の

「
妻
の
美
し
い
習
慣
」

に
と
ら
わ
れ
た
生
活
か
ら
の
変
容
が
、
「女
」
の
能
動
的
な
介
入
に
よ

っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
を
象
徴
す
る
の
で
あ
る
。
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「女
」
の
間
入
に
よ
る

「私
」
の
変
容
は
、
「
私
」
の
移
動
か
ら
も
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
田
口
律
男
が

「
テ
ク
ス
ト
全
体
が
時
間
的
に
も
空
間
的

に
も
大
き
く
反
転
す
る
」
と
述
べ
た
よ
う
に
、
「
無
礼
な
街
」
の
構
図
は
、

作
品
が
展
開
す
る
に
つ
れ
て
変
化
す
る
。
こ
こ
で
は
、
「
私
」
の
移
動
に
着

目
し
て
、
作
品
舞
台
の
構
図
を
提
え
た
い
ｃ

「
私
」
が
身
を
置
い
て
い
た
の
は
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
の
基
盤
で
あ

る

「
露
路
裏
の
袋
の
底
の
ど
ん
底
」
に
あ
る
家
で
あ

っ
た

。
「
私
」
は
、
作

品
の
後
半
部
に
進
む
に
つ
れ
て
、
「
露
路
裏
の
袋
の
底
の
ど
ん
底
」
に
あ
る

家
か
ら
坂
の
―．
の
人
幡
宮
に
あ
る

「高

い
石
垣
の
上
」
に
向
け
て
上
昇
し
て

い
く
。
作
品
空
間
に
は
、
「
ど
ん
底
」
と

「
高

い
石
垣
の
上
」
と
を
結
ぶ
縦

軸
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
内
に
あ
る
の
は
縦
軸
だ
け
と
は

限
ら
な
い
ｃ
そ
れ
は
、
コ
回
い
石
垣
の
上
」
で
語
ら
れ
た

「
私
」
の
意
識
か

ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

私
は
そ
の
無
礼
な
街
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
息
を
大
き
く
吸
ひ
込
ん

だ
。
（略
）
私
は
反
り
返

つ
て
成
張
り
出
し
た
ｃ
街
が
私
の
脚
下
に
横

た
は
つ
て
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
が
、
私
に
は
晴
れ
晴
れ
と
し
て
爽
快
で
あ

つ
た
。
私
は
樹
の
下
か
ら

一
歩
出
た
。
と
、
朝
日
は
私
の
胸
を
眼
が
け

て
殺
到
し
た
。

「
私
」
は
こ
こ
で

「
脚
下
に
横
た
は
つ
て
ゐ
る
」
街
を
見
下
ろ
し
て
い
る

街
は
、
「花
屋
」
や

「
高

い
倉
庫
」
な
ど
を
点
在
さ
せ
て
、
妻
や
捨
児
と

い

っ
た
不
特
定
多
数
の
他
者
を

「
飲
み
込
ん
で
ゐ
る
」
空
間
で
あ
る
　
も
ち
ろ

一
六
八

ん
、
そ
こ
に
は

「
私
」
の
家
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
ｃ
し
た
が
っ
て
、
作
品
舞

台
に
は
縦
軸
の
他
に
、
水
平
に
広
が
る

「横
た
は
」

っ
た
街
と
い
う
横
軸
が

あ
る
と
い
え
る
。
「ど
ん
底
」
に
い
た

「
私
」
は
、
深
夜
の
街
を
徘
徊
し
て
、

最
終
的
に
は
坂
の
上
の
八
幡
宮
に
移
動
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
は
街

を
歩
く
と
い
う
横
の
移
動
だ
け
で
な
く
、
高
さ
を
含
ん
だ
移
動
も
す
る
の
で

あ
る
ｃ
す
な
わ
ち
、
「
私
」
が
移
動
す
る
こ
と
で
両
軸
の
存
在
は
強
調
さ
れ
、

二
つ
の
軸
に
よ

っ
て
作
品
空
間
は
立
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
頂
点

へ
の
移
動
が

「
私
」
の
変
容
を
表
す
こ
と
は
、
「
私
」
が
坂
の
上
の

八
幡
宮
で

「爽
快
」
感
を
得
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
前
掲
の
引
用
部
に
は
、
「
私
」
が
街
に

「
対
抗
」
す
る
様
子
が
描

か
れ
る
　
こ
れ
は
、
「
人
々
の
身
体
に
突
き
あ
た
つ
て
行
く
の
は
い
や
だ
」

と

「
街
を
外
れ
」
て
い
た

「
私
」
が
、
「街
」
と
向
き
合
う
と
い
う
構
図
を

生
ん
で
い
る
の
で
あ
る
．
柚
谷
英
紀
が
こ
の
構
図
に

「
「
私
」
に
は
変
容
が

見
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
私
」
が

「
街
」
に

「
対
抗
」
し
て

「威
張
り
出
」
す
こ
と
は
明
ら
か
に

「
私
」
の
変
化
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
変
化
は
、
一
と
、
朝
日
は
私
の
胸
を
眼
が
け
て
殺
到
し
た
」
と
い
う

結
末
の

一
文
を
導

い
て
い
る
。
「
私
」
が

「
殺
到
し
」
た
朝
日
を
全
身
で
受

容
す
る
こ
と
は
、
外
部
と
の
接
触
を
避
け
て
来
た

「
私
」
の
姿
と
は
異
な
る

も
の
で
あ
る
．）
「
私
」
が
朝
日
を
全
身
で
受
容
す
る
こ
と
は
、
「私
」
に
色
彩

や
輝
き
が
蘇
る
こ
と
を
予
期
さ
せ
る
。
そ
れ
は
、
「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」

を
満
た
し
た
月
や
闇
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
朝
日
に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
た
よ

う
に
、
「
私
」
自
身
か
ら

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
が
消
え
た
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
あ
る

．^
さ
ら
に
、
朝
日
が

「
私
」
に

「
殺
到
」
す
る
イ
メ
ー
ジ



は
、
「女
」
が

「
私
」
の
家
に
聞
入
し
た
姿
に
重
な
る
）^
「女
」
は

「
私
」
の

生
活
に
能
動
的
に
関
与
し
て
お
り
、
「
私
」
は
そ
れ
を
受
容
し
た
の
で
あ
る
こ

こ
の
受
容
が

「
私
」
の
生
活
に
変
容
を
も
た
ら
す
き

つ
か
け
と
な

っ
た
の

は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
．^

以
上
よ
り
、
「女
」
が

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
の
転
機
と
な

っ
た
の
は
、

「女
」
が

「
私
」
と
異
な
る
立
場
に
あ

っ
て
、
「
私
」
に
他
者
の
立
場
か
ら
考

え
る
機
会
を
与
え
た
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
私
」
は
家
か
い
離
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
「
露
路
裏
の
袋
の
底
の
ど
ん
底
」
で
の
生
活
は
継
続
さ
れ

る
ｃ
し
か
し
、
「
私
」
の
心
境
や
視
点
は
、
前
夜
と
明
ら
か
に
異
な

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
私
」
が

「
高

い
石
垣
の
上
」
と

い
う
視
点
か
ら
独
り
よ
が

り
な

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
の
拠
点
だ

っ
た

「
露
路
裏
の
袋
の
底
の
ど
ん

底
」
の
家
を
見
下
ろ
す
こ
と
は
、
そ
れ
を
効
果
的
に
象
徴
す
る
と
い
え
る
＾́

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
「女
」
と

い
う
人
物
が

「
私
」
の
転
機
と
な

っ
た
の
は
な
ぜ

か
に
つ
い
て
、
「
女
」
の
境
遇
や

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
と
関
連
付
け
て

考
察
し
て
き
た
ｃ
そ
の
過
程
で
明
ら
か
に
な

っ
た
の
は
、
「
私
」
が
、
自
分

本
位
に
意
味
づ
け
た
生
活
を

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
と
称
し
、
妻
を

「愛

し
て
ゐ
る
」
と
い
う

〈好
意
）
の
感
情
と
妻
の
貞
操
に
対
す
る

（疑
惑
〉
で

葛
藤
し
て
い
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
「
愛
し
て
ゐ
る
」
と

い
う
感

情
に
応
え
る
は
ず
の
妻
は
逃
亡
に
よ
る
不
在
の
た
め
、
「
私
」
は
、
「愛
し
て

ゐ
る
」
と
い
う
感
情
の
対
象
を
過
去
の
妻
の
姿
に
求
め
る
。
し
か
し
、
想
起
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さ
れ
た
妻
の
姿
は

「
私
」
を

「慰
め
」
る

一
方
で
、
〈疑
惑
〉
を
生
じ
続
け

る

こ

と

と

な

る

ｃ

こ
の
よ
う
な
悪
循
環
に
陥

っ
た
生
活
に
聞
入
し
た
の
が
、
「
私
」
と
は
異

な
る
境
遇
を
持

っ
た

「
女
」
で
あ

っ
た
ｃ
「
私
」
は
、
「
女
」
の
告
白
し
た

「捨
児
」
事
件
を
、
関
係
を
破
綻
さ
せ
た
者
と
破
綻
さ
れ
た
者
と

い
う
双
方

の
視
点
か
ら
捉
え
る
。
こ
の
経
験
は
、
「
私
」
に
妻
の
逃
亡
を
相
対
化
さ
せ

る
契
機
と
な
る
。
そ
の
う
え
、
「捨
児
」
事
件
は
、
「男
」
と
遭
遇
し
た
こ
と

で
、
〈疑
惑
〉
に
つ
い
て
も
疑
う
側
と
疑
わ
れ
る
側
の
双
方
の
視
点
に
立
つ

と
い
う
体
験
を
さ
せ
る
ｃ
こ
れ
は
、
「女
」
の
貞
操
に
対
す
る

〈疑
惑
）
と

「
私
」
自
身
の
性
に
対
す
る

〈疑
惑
〉
を
解
消
さ
せ
る
よ
う
に
は
た
ら
い
て

い
る
。
「
私
」
が
、
「
女
」
の

「
あ
な
た
の
奥
様
に
や
私
の
様
な
女
は
駄
Ｈ

よ
」
と

い
う
言
葉
に
対
し
て
、
「
俺
も
駄
日
だ
」
と
返
答
し
た
よ
う
に
、

「
私
」
は
他
者
の
視
点
か
ら
自
身
を
評
価
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
こ

す
な
わ
ち
、
「女
」
が

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
の
転
機
と
な

っ
た
の
は
、

「女
」
が

「
私
」
と
異
な
る
境
遇
に
あ

っ
て
、
「
私
」
に
他
者
の
立
場
か
ら
考

え
異
な
る
認
識
を
得
る
経
験
を
さ
せ
た
た
め
で
あ
る
ｃ
「
私
」
が
他
者
の
視

点
に
立

っ
て
得
た
認
識
が
好
意
的
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
導

い
た
の
は
、

「女
」
の
態
度
や
表
情
と

い
っ
た
特
徴
で
あ
る
ｃ
「
私
」
は
、
コ
同
い
石
垣
の

上
」
か
ら

「
露
路
裏

の
袋
の
底
の
ど
ん
底
」
の
家
を
見
下
ろ
す
こ
と
で
、

「
孤
独
な
純
情
の
生
活
」
を
他
の
視
点
か
ら
見
る
ｃ
こ
こ
に

「
私
」
の
変
容

が
見
ら
れ
、
異
な
る
視
線
を
提
供
し
た

「女
」
が
人
幡
官

へ
の
同
伴
者
と
な

る
こ
と
に
、
「
私
」
の
変
容
に
お
け
る

「女
」
の
必
然
性
が
あ
る
の
で
あ
る
ｃ

ま
た
、
本
論
で
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
が
、
「
無
礼
な
街
」
は
、
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特
徴
の
あ
る
構
図
や
文
体
、
擬
人
法
な
ど
の
表
現
技
法
が
駆
使
さ
れ
た
作
品

で
も
あ
る
ｃ
先
行
研
究
で
は
、
「
私
は
樹
の
下
か
ら

一
歩
出
た
ｃ
と
、
朝
日

は
私
の
胸
を
眼
が
け
て
殺
到
し
た
」
と

い
う
結
句
が
注
目
さ
れ
た
。
こ
こ
で

「
私
」
の
身
体
感
覚
は
、
冒
頭
部
で
外
部
と
の
接
触
を
避
け
て
い
た
行
動
か

ら
、
結
末
部
で
朝
日
を
受
容
す
る
行
動
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
＾

横
光
は

「感
覚
活
動
―
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物
に
対
す
る
非
難

へ
の
逆

説
」
で
新
感
覚
派
の

「
感
覚
的
表
徴
」
に
つ
い
て
、
「自
然
の
外
相
を
剥
奪

し
、
物
自
体
に
躍
り
込
む
主
観
の
直
観
的
触
発
物
」
と
説
明
し
て
い
る
）
積

極
的
に
事
物
の
な
か
に
躍
り
込
ん
だ
と
き
に
主
観
が
触
発
さ
れ
る
と

い
う
、

新
感
覚
派
の
主
張
す
る
感
覚
は
、
ま
さ
に

「
私
」
が

「
一
歩
出
」
て
朝
日
を

受
容
す
る
姿
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
．

そ
し
て
、
「
無
礼
な
街
」
は
、
作
品
内

の
構
図
や
小
道
具
に
よ

っ
て
、

「
私
」
の
生
活
や
変
容
が
象
徴
的
に
描
か
れ
た
作
品
で
も
あ
る
＾
本
稿
で
は

新
し
く
、
妻
を
想
起
さ
せ
る
機
能
が
あ

っ
た

「花
碗
豆
」
と

「
ス
ヰ
ー
ト
ピ

ー
」
が
、
「女
」
の
能
動
的
な
行
動
に
よ

っ
て
作
品
内
か
ら

一
掃
さ
れ
る
こ

と
の
効
果
に
つ
い
て
指
摘
し
た
こ
「女
」
の

「掃
除
」
す
る
と

い
う
行
動
は
、

「
私
」
の
変
容
が

「
女
」
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
の
象
徴
と
な

っ
て

い
た
＾
さ
ら
に
、
「
私
」
の
移
動
か
ら
作
品
空
間
が
立
体
化
す
る
こ
と
で
、

「
私
」
の
変
容
は
視
党
的
に
表
さ
れ
る

、^
こ
れ
ら
の
象
徴
は
、

い
ず
れ
も
、

変
容
の
契
機
と
な

っ
た

「
私
」
の
視
点
や
思
考
の
変
化
を
要
付
け
る
も
の
で

あ

っ
た

．́
以
上
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
細
か
な
象
徴
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
作

品
の
主
題
を
探
る
重
要
な
手
掛
か
り
に
な
る
と
い
え
る
の
で
あ
る

一
七
〇

王ヽ（１
）
「
無
礼
な
街
」
の
初
出
は
、
「新
潮
」
（第
四

一
巻
第
二
号
　
一
九

二
四
年
九
月
）
で
あ
る
ｃ
そ
の
後
、
『無
礼
な
街
一
■
現
代
短
篇
小

説
選
集
　
一二
　
一
九
二
五
年
六
月
　
文
芸
Ｈ
本
社
）
に
初
収
録
さ

れ
、
再
録
本
と
し
て
は

『春
は
馬
車
に
乗

つ
て
』

二

九
二
七
年

一

月
　
改
造
社
）
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
で
の
引
用
は
、
す
べ
て

一定
本

横
光
利

一
全
集
』
（第

一
巻

　

一
九
八

一
年
六
月
　
河
出
書
房
新
社
）

に
拠

っ
た
ｃ
な
お
、
こ
の
本
文
の
底
本
は

『無
礼
な
街
』
翁
現
代
短

篇
小
説
選
集
　
一二
　
一
九
二
五
年
六
月
　
文
芸
日
本
社
）
で
あ
る
．^

（２
）
「文
芸
時
代
」
創
刊
号
に
は
、
横
光
利

一
の

「
頭
な
ら
び
に
腹
」

が
掲
載
さ
れ
た
＾́
井
上
謙
は
、
「横
光
利

一　

評
伝
と
研
究
一
二

九

九
四
年

一
一
月
　
お
う
ふ
う
）
で
、
冒
頭
部

「沿
線
の
小
駅
は
石
の

や
う
に
黙
殺
さ
れ
た
」
に
見
ら
れ
る

「
際
立

っ
て
特
異
な
表
現
」
や

「
擬
人
法
的
手
法
」
が
、
「
無
礼
な
街
」
で
も
す
で
に
み
ら
れ
た
手

法
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
　
ま
た
、
「新
感
覚
派
」
と
い
う
言

葉
は
、
千
葉
亀
雄
が

「新
感
覚
派
の
誕
生
」
「
世
紀
」

一
一
月
号

一
九
二
四
年

一
一
月
）
で

「
文
芸
時
代
」
の
作
家
を

「
新
感
覚
時

代
」
「新
感
覚
派
」
と
名
付
け
た
こ
と
に
由
来
す
る
こ
千
葉
亀
雄
は

「新
感
覚
派
の
誕
生
」
金
削
掲
）
で
、
「
い
は
ゆ
る

「
文
芸
時
代
」
派

の
人
々
の
持
つ
感
覚
が
、
今
日
ま
で
現
は
れ
た
と
こ
ろ
の
、
ど
ん
な

わ
が
感
覚
芸
術
家
よ
り
も
、
ず
つ
と
新
ら
し
い
、
語
彙
と
詩
と
リ
ズ

ム
の
感
覚
に
生
き
て
居
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
う
議
論
が
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
　
な
お
、
「新
感
覚
派
の
誕
生
」
の
引
用
は
、
一千
葉



亀
雄
著
作
集
』
（第

一
巻
　
一
九
九

一
年

一
二
月
　
ゆ
ま
に
書
房
）

に
拠
っ
た
ｃ

（３
）
柚
谷
英
紀

「無
礼
な
街
」
（井
上
謙
　
神
谷
忠
孝

・
羽
鳥
徹
哉
編

『横
光
利

一
事
典
』
０
一〇
〇
二
年

一
〇
月
　
お
う
ふ
う
）
３
柚
谷
英

紀
は
、
「横
光
利

一

『無
礼
な
街
』
試
論
―
―
新
感
覚
派
的
表
現
の

必
然
性
―
―
」
翁
日
本
文
芸
研
究
」
第
四
六
巻
第

一
号
　
一
九
九
四

年
六
月
）
に
お
い
て
も
、
「無
礼
な
街
」
に
対
し
て

「初
期
作
品
群

か
ら
、
自
覚
的
に
文
芸
運
動
と
し
て
新
感
覚
派
を
形
成
し
た
時
期
の

作
品
群
へ
の
橋
渡
し
と
い
う
位
置
づ
け
」
を
し
て
い
る
ｃ

（４
）
佐
藤
春
夫

「文
芸
　
秋
の
夜
長

（二
こ

（「報
知
新
聞
」

一
九
二

四
年
九
月

一
四
日
　
七
面
）。

（５
）
堀
木
克
三

「横
光
利

一
氏
の
描
写
―
―

「無
礼
な
街
」
の
解
剖

―
―
」
「
新
潮
」
第
四

一
巻
第
六
号
　
一
九
二
四
年

一
二
月
）．

（６
）
伊
藤
永
之
介

「無
礼
な
街
よ
り
」
翁
文
芸
時
代
」
第
二
巻
第
九

日万
　
一
九
二
五
年
九
月
）
。
伊
藤
は

「無
礼
な
街
」
が

「
発
表
当
時

褒
貶
区
々
」
あ

っ
た
作
品
で
、
「新
し
い
も
の
」
と
し
て

「相
当
評

判
に
は
上
つ
て
ゐ
た
」
こ
と
を
想
起
し
て
い
る
。

（７
）
舘
下
徹
志

「挑
発
者
た
ち
の
跳
梁
―
―
横
光
利

一

『無
礼
な
街
』

及
び

『ナ
ポ
レ
オ
ン
と
田
虫
』
―
―
」
翁
異
徒
」
第
八
号
　
一
九
八

八
年
四
月
）
Э

（８
）
柚
谷
英
紀

「横
光
利

一

『無
礼
な
街
』
試
論
―
―
新
感
覚
派
的

表
現
の
必
然
性
―
―
」
（前
掲
）
。

（９
）
柚
谷
論
文

（前
掲

「横
光
利

一

『無
礼
な
街
』
試
論
―
―
新
感

横
光
利

一
「無
礼
な
街
」
論

覚
派
的
表
現
の
必
然
性
―
―
し

で
は
、
「女
」
の

「顔
」
が

「具
体

的
な
描
写
」
で
は
な
く

「
「私
」
が
解
釈
す
る

「顔
」
の
意
味
」
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
「
顔
」
と
い
う
身
体
に
よ
っ
て
他
者
を
理
解

し
よ
う
と
す
る
」
点
に

「私
」
の
視
線
の
特
徴
を
認
め
て
い
る
ｃ

（１０
）
田
口
律
男

「
「無
礼
な
街
」
―
―
都
市
の
発
見
」
（石
田
仁
志

渋
谷
香
織
　
中
村
三
春
編

『横
光
利

一
の
文
学
世
界
』
二
〇
〇
六
年

四
月
　
翰
林
書
房
）
。

（Ｈ
）
本
稿
で
挙
げ
た
以
外
の

「無
礼
な
街
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
次

の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
野
間
宏
は
、
「
新
感
覚
派
文
学
の
言
葉
」

翁
文
学
」
第
二
六
巻
第
九
号
　
一
九
五
八
年
九
月
）
で
、
「拘
模
と

い
う
言
葉
に
よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
、
つ
き
あ
た
る
と
い
う
感
覚

表
徴
は
、
た
だ
ち
に
祭
の
夜
の
雑
沓
と
い
う
対
象
を
触
発
し
、
「も

う
人
々
の
身
体
に
つ
き
あ
た
っ
て
行
く
の
は
い
や
だ
」
と
い
う
言
葉

を
引
き
だ
し
て
く
る
」
と
分
析
す
る
ｃ
ま
た
、
経
秀
実
は

一探
偵
の

ク
リ
テ
ィ
ッ
ク
ー
ー
昭
和
文
学
の
臨
界
　
〈昭
和
）
の
ク
リ
テ
ィ
ッ

ク
』
（
一
九
八
八
年
七
月
　
思
潮
社
）
で
、
「石
」
と
い
う
名
前
か
ら

「女
」
が

「
石
女
」
だ

っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
ｃ
そ
し
て
、
井
上
謙

は
、
『横
光
利

一　
評
伝
と
研
究
』
（前
掲
）
で

「無
礼
な
街
」
に
見

ら
れ
る

「愛
情
へ
の
懐
疑
や
男
女
の
異
常
心
理
」
が

「眼
に
見
え
た

風
」
翁
文
藝
春
秋
」
第
六
年
第

一
号
　
一
九
二
八
年

一
月
）
と
同
じ

く
横
光
自
身
の
体
験
に
基
づ
く
と
述
べ
る
。
そ
の
際
、
「無
礼
な
街
」

に
影
響
し
た
横
光
の
実
体
験
と
し
て
、
佐
藤
春
夫
と
同
棲
中
の
女
優

が
横
光
の
知
人
編
集
者
と
不
倫
行
為
す
る
の
を
目
撃
し
た
こ
と
を
挙

一
七

一



げ
て
い
る
ｃ
井
上
は
、
横
光
が
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
「異
常
な
被

害
妄
想
の
嫉
妬
に
苦
し
ん
だ
」
と
推
測
を
し
て
い
る
。

（‐２
）
帯
解
の
表
現
が
用
い
ら
れ
た
歌
と
し
て
、
『万
葉
集
』
の
第
二
巻

・
第
四
三

一
番
歌

「古
昔
　
有
家
武
人
之
　
倭
文
幡
乃
　
廿市
解
替
而

慮
屋
立
　

妻
問
為
家
武

　

勝
壮
鹿
乃
　

真
間
之
手
兒
名
之

毀
冊
蓄
　
雌
け
生
だ
師
静
　
藍熟
智
一哉ゃ　
鵡
在
ピ
鵡
　
梓
と
に
し

遠
久
寸
　
一言
耳
毛
　
名
耳
母
吾
者
　
不
可
忘
」
が
あ
る

。
こ
の
首

に
関
し
て
、
下
河
邊
長
流
著

・
武
田
祐
吉
校
訂

『
万
葉
集
管
見
』

（
一
九
二
五
年
三
月
　
古
今
書
院
）
で
は
、
「
帯
と
き
か

へ
て
と
は
、

男
と
女
と
あ
ふ
時
、
共
に
帯
を
と
く
心
な
り
」
と
説
明
さ
れ
て
い

る
し
な
お
、
第
四
三

一
番
歌
は
、
鶴
久
　
森
山
隆
編

『萬
葉
集
』

（
一
九
七
二
年
四
月
　
桜
楓
社
）
に
拠

っ
た
。

（‐３
）
小
川
安
朗

『万
葉
集
の
服
飾
文
化
　
下
―
―
万
葉
人
の
服
飾
感

覚
』
■

九
八
六
年
七
月
　
上ハ
興
出
版
）
。
古
橋
信
孝
編

『
こ
と
ば
の

古
代
生
活
誌
』
２

九
八
九
年

一
月
　
河
出
書
房
新
社
）
参
照
ｃ

（
‐４
）
草
間
八
十
雄

『ど
ん
底
の
人
達
』
■

九
三
六
年

一
二
月
　
玄
林

社
三

引
用
は
、
草
間
八
十
雄

『貧
民
街
』

亀
近
代
下
層
民
衆
生
活

誌
』
第

一
巻

　
一
九
八
七
年
九
月
　
明
石
書
店
）
に
よ
る
こ

（
‐５
）
草
間
八
十
雄

『ど
ん
底
の
人
達
』
（前
掲
）
に
よ
る
と
布
団
屋
の

賃
料
の
目
安
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
「
垢
で
汚
れ
た
三
布

一
枚
が

一
夜

一
銭
五
厘
か
ら
二
銭
で
、
稿
々
上
等

の
も
の
だ
と
三
銭
で
あ

る
　
又
布
団
で
汚
れ
抜
い
た
物
で
五
布
と
唱

へ
る
布
団
が
三
銭
か
ら

四
銭
、
少
し
く
上
等
で
あ
る
と
五
銭
以
上
七
銭
で
あ
る
。
（略
）
故

一
七
二

に
最
下
等
の
三
布
と
四
布
を

一
枚
づ

ゝ
借
り
て
も

一
夜
の
損
料
は
四

銭
五
厘
或
は
五
銭
と
な
る
」
。
引
用
は
、
草
間
八
十
雄

『貧
民
街
』

（前
掲
）
に
よ
る
ｃ

（‐６
）
田
中
祐
吉

『近
世
性
欲
学
精
義
』
二

九
二
二
年
六
月
　
実
業
之

世
界
社
）
。
な
お
、
引
用
は
、
鈴
木
貞
美
編

『思
想
　
文
学
に
み
る

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
亀
近
代
日
本
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
第

一

六
巻
　
二
〇
〇
七
年
七
月
　
ゅ
ま
に
書
一房
）
に
拠
っ
た
ｃ
田
中
香
涯

（祐
吉
）
は
、
雑
誌

「変
態
性
欲
」
■

九
二
三
年
創
刊
）
の
主
幹
と

な
っ
た
人
物
で
あ
る
ｃ
ま
た
、
当
時
、
通
俗
性
科
学
書
を
多
く
著
し

た
羽
太
鋭
治
も

『女
と
其
性
的
現
象
』
二

九
二

一
年
三
月
　
学
芸

書
院
）
で
、
女
性
の
白
血
球
の
あ
る

一
部
分
を

「精
子
の
一
部
分
が

白
血
球
内
に
吸
収
さ
れ
た
も
の
」
と
説
明
し
、
「婦
人
は
た
ヾ
一
回

の
性
交
に
よ
つ
て
も
、
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
肉
体
的
影
響
」
を
伴
う

た
め
、
「女
子
の
貞
操
は
絶
対
に
厳
守
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
」

と
警
［告
し
て
い
る
。

（‐７
）
作
品
内
に
は
、
「女
」
が

「私
」
に

「沢
山
な
男
と

一
緒
に
な
る

と
子
供
が
で
き
な
い
の
？
」
と
問
う
場
面
が
あ
る
ｃ
当
時
の
新
聞
に

は
、
「少
女
時
代
の
不
節
操
か
ら
若
い
女
の
不
妊
症
が
四
十
八
パ
ー

セ
ン
ト
に
上
る
」
翁
読
売
新
聞
」

一
九
二
〇
年
八
月
二
〇
日
　
朝
刊

四
面
）
と
い
う
見
出
し
で
、
若
い
女
の
不
妊
症
の
原
因
が

「十
七
八

歳
即
ち
発
育
盛
り
の
時
代
の
不
節
操
に
起
因
す
る
」
こ
と
を
報
じ
た

記
事
が
見
ら
れ
る
ｃ

（‐８
）
「私
」
の
家
に
は
、
妻
が

「絵
の
中
の
女
の
微
笑
を
見
習
ふ
」
た



め
に
、
モ
ナ
リ
ザ
の
絵
が
飾
ら
れ
て
い
た
。
「ど
う
い
ふ
女
を
美
人

と
い
ふ
」
翁
読
売
新
聞
」

一
九
二
六
年
八
月
三
〇
日
　
夕
刊
七
面
）

と
い
う
記
事
に
は
、
美
人
の
条
件
を
挙
げ
た
後
に
、
イ
タ
リ
ア
詩
人

の
フ
ィ
レ
ン
ツ
オ
ー
ラ
が

「
ダ
、
ヴ
イ
ン
チ
の
モ
ナ
、
リ
ザ
の
絵
と

比
較
し
給
へ
と
云
つ
て
ゐ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
ア
ー
ニ
ョ
ロ
。
フ

ィ
レ
ン
ツ
オ
ー
ラ
は
、
『女
性
の
美
し
さ
に
つ
い
て
』
亀
ル
ネ
サ
ン

ス
の
女
性
論
２
』
岡
田
温
司

・
多
賀
健
太
郎
訳
　
一
一〇
〇
〇
年
七
月

あ
り
な
書
房
）
で
、
微
笑
に
つ
い
て
、
「
ふ
さ
わ
し
い
時
に
ほ
ど

よ
く
用
い
ら
れ
た
な
ら
ば
、
女
性
の
口
元
を
天
国
の
ご
と
き
も
の
ヘ

と
変
貌
さ
せ
る
も
の
」
、
習
回
貴
で
優
雅
な
女
性
に
ふ
さ
わ
し
い
の

は
、
ほ
ど
よ
く
飾
ら
ず
に
慎
み
を
も

つ
て
、
表
情
を
あ
ま
り
動
か
さ

ず
、
低
い
調
子
で
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
で
は
な
く
む
し
ろ
ご
く
た
ま

に
笑

っ
て
み
せ
る
こ
と
」
と
紹
介
す
る
。

（‐９
）

一
九
二
四
年
九
月
の
時
点
で
は
、
貧
困
生
活
に
喘
ぐ
母
子
家
庭

を
援
助
す
る
対
策
が
ま
だ
な
か
つ
た
。
母
子
扶
助
を
含
ん
だ

「救
護

法
」
は
、　
一
九
二
九
年
四
月
に
公
布
さ
れ
、　
一
九
三
二
年

一
月
に
よ

う
や
く
施
行
さ
れ
る
ｃ
福
島
三
恵
子

『母
子
生
活
支
援
施
設
の
あ
ゆ

み
―
母
子
寮
の
歴
史
を
た
ど
る
―
』
０
一〇
〇
〇
年

一
〇
月
　
せ
せ

ら
ぎ
出
版
）
、
寺
脇
隆
夫

『救
護
法
の
成
立
と
施
行
状
況
の
研
究
』

（二
〇
〇
七
年

一
二
月
　
ド
メ
ス
出
版
）
参
照
。

（２０
）
「女
」
が

「捨
児
」
を
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
本
文
に
は
以
下
の

よ
う
に
あ
る
。
「
君
は
金
な
ん
か
貯
め
た
ん
か
ね
，
」
／
「貯
め
た

わ
。
私
な
ん
か
お
金
で
も
持
つ
て
な
け
り
や
相
手
に
し
な
い
わ
。
も

横
光
利

一
「無
礼
な
街
」
論

う
す

つ
か
り
と
ら
れ
ち
や
つ
た
の
よ
。
」
／
「
そ
れ
で
赤
ち
や
ん
を
捨

て
た
ん
か
ね
つ
」
／
「え
え
、
さ
う
よ
。
よ
く
知
つ
て
る
わ
ね
。
」
」
。

（２‐
）
柚
谷
論
文

（前
掲

「
横
光
利

一

『無
礼
な
街
』
試
論
―
―
新
感

覚
派
的
表
現
の
必
然
性
―
―
し

に
は
、
「
私
」
の
生
活
を
取
り
巻

く

「薔
薇
」
や

「花
碗
豆
」
が

「逃
げ
た
妻
」
を
回
想
す
る
契
機
と

な

っ
て
お
り
、
「
雌
虚
」
が

「
逃
げ
た
妻
」
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と

は
容
易
に
推
察
で
き
る
」
と
あ
る
。

（２２
）
メ
ン
デ
ル
の
遺
伝
の
法
則
は
、
「
遺
伝
の
新
法
則

（
二
月
二
十
六

日
発
　
□生
峰
生
米
国
通
信
こ

（「
東
京
朝
日
新
聞
」

一
九
〇
三
年
三

月
三
〇
日
　
朝
刊
六
面
）
で
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
も
随
時
報
道
さ
れ

て
い
る
。

（２３
）
三
好
学

『新
編
植
物
学
講
義
』
（下
巻

　
一
九
〇
五
年
五
月
　
さ昌

山
房
）
や
小
泉
丹

『進
化
学
説
』
■

九
二
四
年

一
二
月
　
叢
文
閣
）

な
ど
、
メ
ン
デ
ル
が
遺
伝
の
法
則
を
確
立
す
る
過
程
で
碗
豆
の

「自

花
自
精
」
と
い
う
性
質
を
用
い
た
こ
と
を
紹
介
す
る
文
献
は
即
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
ｃ

（２４
）
田
口
論
文

（前
掲

「
「無
礼
な
街
」
―
―
都
市
の
発
見
し

は
、

「無
礼
な
街
」
に
見
ら
れ
る

「構
図
の
象
徴
性
」
に
つ
い
て
、
「詳
述

は
避
け
る
が
、
テ
ク
ス
ト
全
体
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
大
き
く

反
転
す
る
な
か
で
、
作
中
人
物
の
身
体
図
式
ま
で
も
が
確
実
に
変
容

す
る
よ
う
に
構
図
化
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
ｃ

（２５
）
柚
谷
論
文

（前
掲

「横
光
利

一

『無
礼
な
街
』
試
論
―
新
感
覚

派
的
表
現
の
必
然
性
―
し

は
、
「
私
」
と

「
街
」
と
が
向
か
い
合

一
七
三



う
構
図
が
生
ま
れ
て
い
る
と

い
う
点
に
お
い
て
、
「
私
」
に
は
変
容

が
見
ら
れ
る
」
と
す
る
ｃ

（２６
）
柚
谷
論
文

（前
掲

「
横
光
利

一

『無
礼
な
街
』
試
論
―
新
感
覚

派
的
表
現
の
必
然
性
―
し

は
、
「
無
礼
な
街
」
の
結
旬
に
つ
い
て
、

「新
感
覚
派
的
表
現
に
お
け
る
主
客
の
転
倒
」
を
見
て
い
る
ｃ

（２７
）
横
光
利

一

「感
覚
活
動
―
―
感
覚
活
動
と
感
覚
的
作
物
に
対
す

る
非
難

へ
の
逆
説
」
「
文
芸
時
代
」
第
二
巻
第
二
号
　
一
九
二
五
年

二
月
ヽ

の
ち
に

「新
感
覚
論
」
と
改
題
。
引
用
は
、
『定
本
横
光
利

一
全
集
』

（第

一
三
巻

　

一
九
八
二
年
七
月
　
河
出
書
房
新
社
）
に

拠
る
．

附
記引

用
文
に
お
け
る

「／
」
は
改
行
を
意
味
し
て
お
り
、
旧
字
体
は
新

字
体
に
改
め
た
ｃ

本
稿
は
、
二
〇

一
一
年
六
月

一
二
日
に
行
わ
れ
た
第
五
五
回
立
命
館

大
学
日
本
文
学
会
大
会
で
の
発
表
内
容
に
、
加
筆
訂
正
を
し
た
も
の
で

あ
る
ｃ

（や
は
ら

・
る
り
　
本
学
博
士
前
期
課
程
）

一
七
四


