
序

川
端
康
成
の
小
説
「
十
七
歳
」
は
「
わ
か
め
」「
小
切
」
と
併
せ
て
、「
文

芸
春
秋
」
第
二
二
巻
第
七
号
（
一
九
四
四
・
七
）
に
「
一
草
一
花
」
と
い
う

総
題
の
も
と
に
発
表
さ
れ
た
。
後
に
『
朝
雲
』（
新
潮
社

一
九
四
五
）
に

（
�
）

初
め
て
収
め
ら
れ
、
そ
れ
以
後
の
全
集
に
収
録
さ
れ
た
。「
十
七
歳
」
は

「
ざ
く
ろ
」（「
新
潮
」
第
四
〇
巻
第
五
号
、
一
九
四
三
・
五
）、「
わ
か
め
」

「
小
切
」
な
ど
戦
中
に
書
か
れ
た
掌
の
小
説
と
と
も
に
「
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境

で
銃
後
を
守
っ
て
ひ
た
む
き
に
生
き
る
日
本
の
女
た
ち
が
、
共
感
を
こ
め
て

（
�
）

描
か
れ
て
い
る
」
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
、「
康
成
の
戦
中
の
心
情
、
戦
争

（
�
）

に
寄
せ
る
関
心
を
探
る
の
に
見
逃
せ
ぬ
作
品
」
だ
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
の
実
態
は
未
だ
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
作
品
解

釈
の
鍵
と
思
わ
れ
る
妹
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
行
う
。
ま
ず
「
イ
ヤ
デ
ス

さ
ん
」
が
呼
び
起
こ
す
一
七
歳
の
妹
の
悲
し
み
を
読
み
取
る
。
そ
し
て
、
そ

の
悲
し
み
が
深
化
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
の
妹
の
精
神
的
成
長
と
心
境
の

変
化
を
解
明
す
る
。
さ
ら
に
、
戦
争
を
背
景
と
す
る
姉
と
妹
の
対
照
的
な

姿
、「
イ
ヤ
デ
ス
さ
ん
」
と
「
オ
ツ
カ
ア
」
の
意
味
な
ど
多
角
的
な
視
点
か

ら
分
析
し
、
一
七
歳
の
妹
の
悲
し
み
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
、
妹
の
悲
し
み

ま
ず
、
こ
の
作
品
が
あ
る
一
七
歳
の
少
女
・
妹
の
十
年
前
の
思
い
出
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

銀
杏
が
落
ち
て
ゐ
る
か
ら
と
い
ふ
妹
に
誘
は
れ
て
姉
も
寺
の
庭
へ
行

つ
て
み
る
と
、
銀
杏
の
木
蔭
の
地
蔵
堂
に
貼
紙
を
し
て
、「
こ
こ
で
遊

ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
書
い
て
あ
る
の
が
眼
に
つ
い
た
が
、
よ
く
見

る
と
、
そ
の
墨
の
字
の
横
に
薄
い
鉛
筆
で
、

「
イ
ヤ
デ
ス
」
と
子
供
の
字
が
あ
つ
た
。
そ
れ
を
書
い
た
の
が
妹
だ

と
分
る
と
、
姉
は
あ
わ
て
て
、
連
れ
て
帰
つ
た
。
家
で
叱
ら
れ
て
か
ら

妹
も
こ
は
く
な
つ
て
、
寺
の
庭
へ
は
も
う
遊
び
に
行
け
な
か
つ
た
。

川
端
康
成
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十
七
歳
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妹
は
寺
の
警
告
の
貼
紙
に
「
イ
ヤ
デ
ス
」
と
書
く
よ
う
な
、
素
直
で
無
邪

気
な
子
供
で
あ
る
。
大
坪
利
彦
は
「
無
邪
気
な
あ
る
面
で
は
放
恣
と
も
い
え

（
�
）

る
反
抗
の
出
来
る
こ
と
が
子
ど
も
の
特
権
で
あ
」
る
と
述
べ
て
い
る
。
小
説

の
冒
頭
に
、
こ
の
「
イ
ヤ
デ
ス
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
妹
の
十
年
前
の
思
い
出

を
置
く
の
は
、
重
要
な
伏
線
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

妹
は
現
在
病
床
に
伏
し
て
い
る
。
病
院
か
ら
姉
に
手
紙
を
出
そ
う
と
考

え
、
鉛
筆
を
削
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
白
い
敷
布
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
「
鉛

筆
の
心
」
を
小
さ
い
蟻
が
一
心
に
運
ん
で
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
蟻
の
行
動

を
「
見
つ
め
て
ゐ
る
う
ち
に
、
自
分
が
蟻
の
小
さ
い
体
に
な
つ
て
敷
布
の
広

さ
が
感
じ
ら
れ
て
来
た
。
白
い
布
が
雪
原
か
氷
原
の
や
う
に
思
は
れ
た
。
な

に
か
悲
し
く
な
つ
た
」。
こ
こ
で
「
雪
原
」「
氷
原
」
と
語
ら
れ
る
空
間
の
広

が
り
は
、
身
に
沁
み
る
冷
た
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
病
気
の
た
め
に
感
傷
的
に

な
っ
て
い
る
妹
は
、
無
限
の
空
間
の
中
で
、
卑
小
な
営
み
を
続
け
る
蟻
に
自

己
を
投
影
し
、
寂
し
さ
、
無
力
感
を
味
わ
い
、
悲
し
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

病
気
し
て
か
ら
些
細
な
こ
と
に
も
涙
脆
い
が
、
そ
の
感
傷
が
子
供
つ

ぽ
い
ば
か
り
で
な
く
、
感
傷
に
誘
は
れ
て
子
供
の
こ
ろ
を
思
ひ
出
し
勝

ち
だ
つ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
気
が
つ
く
度
に
、
自
分
の
年
が
分
ら
な
く

な
つ
て
し
ま
つ
た
や
う
な
、
年
齢
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
つ
て
し
ま
つ
た

や
う
な
不
安
を
感
じ
た
。
十
七
の
今
年
ま
で
、
自
分
の
年
を
真
面
目
に

考
へ
て
み
た
こ
と
は
な
か
つ
た
が
、
初
め
て
考
へ
て
み
る
と
、
自
分
は

大
き
く
な
れ
な
い
で
ゐ
る
の
か
し
ら
と
恐
か
つ
た
。

「
感
傷
に
誘
は
れ
て
子
供
の
こ
ろ
を
思
ひ
出
し
勝
ち
」
な
の
は
、
病
院
と

い
う
一
時
的
に
外
界
と
の
連
絡
が
遮
断
さ
れ
た
空
間
で
、
自
己
の
内
面
に
向

か
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
雑
多
な
日
常
的

生
活
空
間
よ
り
も
孤
立
し
た
純
粋
空
間
の
中
に
い
る
人
間
の
方
が
、
自
己
を

凝
視
す
る
機
会
が
多
く
な
り
が
ち
で
あ
る
。
病
院
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

「
純
粋
空
間
」
だ
と
言
え
る
。
妹
は
そ
こ
で
自
ら
の
孤
独
と
向
き
合
い
、「
自

分
ひ
と
り
時
間
の
外
に
置
き
去
ら
れ
た
や
う
」
に
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
「
自
分
の
年
が
分
ら
な
く
な
」
り
、「
年
齢
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
つ
て
し

ま
つ
た
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
妹
の
「
時
間
」
が

止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
妹
の
悲
し
み
は
病
気
に
な
っ
た
少
女
の
感

傷
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
一
面
も
あ
る
が
、
一
時
的
に
外
界
と
遮
断
さ

れ
た
空
間
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
鶴
田
欣
也
は
、
川
端
文
学
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
登
場
す
る
女
性
た

ち
が
「
社
会
の
制
約
か
ら
は
み
出
る
と
き
、
生
命
の
痛
み
が
一
層
強
く
感
じ

（
�
）

ら
れ
る
仕
組
」
を
指
摘
し
て
い
る
。「
十
七
歳
」
の
妹
も
、
入
院
す
る
こ
と

に
よ
り
、
世
間
に
汚
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
純
粋
無
垢
で
い
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
。
そ
の
純
粋
無
垢
は
「
雪
原
」「
氷
原
」
の
白
さ
に
よ
っ
て
象
徴
化
さ

れ
て
い
る
。

か
つ
て
母
が
見
舞
い
に
き
た
時
、「
昨
夜
庭
へ
出
て
み
る
と
、
も
う
梅
干

に
夜
露
が
お
り
て
ゐ
て
ね
」
と
何
気
な
く
話
し
た
。「
梅
干
に
夜
露
が
お
り
」

る
こ
と
は
時
間
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
、
ま
た
病
室
の
外
の
生
活
を
意
識
さ
せ

る
。
病
室
の
中
で
は
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
時
間
が
変
わ
ら
ず

流
れ
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
と
気
付
か
せ
る
母
の
そ
の
言
葉
が
、「
妙
に
」
妹

三
〇



の
「
胸
に
迫
つ
て
来
た
り
し
た
」。
一
方
、
日
常
の
食
生
活
に
欠
か
せ
な
い

「
梅
干
」
が
ま
た
妹
に
そ
の
時
間
の
流
れ
に
生
き
て
い
る
人
間
を
思
わ
せ
る

だ
ろ
う
。「
下
の
妹
」
も
い
つ
の
ま
に
か
物
を
惜
し
む
よ
う
な
こ
と
を
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
妹
は
「
つ
ま
む
と
く
づ
れ
て
し
ま
ふ
灰
を
一
心
に

拾
」
う
「
下
の
妹
」
の
姿
に
一
生
懸
命
に
生
き
て
い
る
人
間
の
空
し
さ
を
見

て
い
る
。
ま
た
「
夜
露
」
か
ら
は
夜
の
冷
た
さ
を
感
じ
取
り
、
人
間
を
い
と

お
し
く
思
う
よ
う
な
、
哀
れ
む
よ
う
な
感
情
が
湧
い
て
き
て
お
り
、「
人
々

の
寝
静
ま
っ
た
町
が
感
じ
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。

で
は
、
妹
の
悲
し
み
は
単
に
病
室
に
い
る
少
女
の
感
傷
か
ら
来
る
も
の
だ

ろ
う
か
。「『
休
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。』
と
言
ふ
と
涙
が
出
た
」「
戦
争
中

な
の
に
、
か
う
し
て
病
人
と
し
て
休
ま
せ
て
も
ら
ふ
、
大
き
い
感
謝
だ
つ

た
」
と
い
う
よ
う
な
感
情
は
ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
の
か
、
妹
に
と
っ
て
一

七
歳
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
、
そ
の
内
実
を
分
析
・
考
察
し
た

い
。病

人
と
し
て
休
ん
で
い
る
妹
は
「
自
分
は
大
き
く
な
れ
な
い
で
ゐ
る
の
か

し
ら
と
恐
か
つ
た
」。
そ
し
て
、
自
分
の
行
動
の
「
子
供
つ
ぽ
さ
」
が
気
に

な
っ
て
い
る
。
妹
に
と
っ
て
「
大
き
く
」
な
る
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。

作
品
が
発
表
さ
れ
た
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
時
点
に
数
え
年
一
七
歳

だ
と
し
た
ら
、
妹
の
生
ま
れ
年
は
一
九
二
八
（
昭
和
三
）
年
に
な
る
。
す
る

と
、
妹
が
三
歳
の
時
に
満
州
事
変
、
九
歳
の
時
に
日
中
戦
争
、
そ
し
て
一
三

歳
の
時
に
太
平
洋
戦
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
妹

は
、
物
心
の
つ
く
頃
か
ら
一
七
歳
の
現
在
に
至
る
ま
で
、
戦
争
の
時
代
の
中

に
生
き
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

一
九
三
八
（
昭
和
一
三
）
年
に
は
国
家
総
動
員
法
が
公
布
さ
れ
、
若
年
層

の
勤
労
奉
仕
も
行
わ
れ
て
い
た
。
太
平
洋
戦
争
勃
発
か
ら
二
年
後
の
一
九
四

三
（
昭
和
一
八
）
年
に
入
る
と
、
銃
後
の
生
産
活
動
を
支
え
る
労
働
力
は
一

段
と
不
足
し
た
。
こ
の
年
、
学
徒
の
勤
労
動
員
が
始
ま
り
、
九
〇
万
の
学
徒

が
軍
需
工
場
に
徴
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
学
徒
と
並
ん
で
、
労
働
力
の

供
給
源
と
さ
れ
た
の
が
未
婚
の
女
性
で
あ
る
。
同
年
九
月
、
政
府
は
女
子
挺

身
隊
を
編
成
し
、
一
四
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
未
婚
・
無
職
・
不
在
学
女
子

に
対
し
、
一
年
な
い
し
二
年
の
長
期
に
わ
た
る
勤
労
奉
仕
を
義
務
づ
け
た
。

一
四
歳
以
上
の
未
婚
女
性
は
婦
人
会
な
ど
を
単
位
と
し
て
、
新
規
の
女
学
校

卒
業
生
は
同
窓
会
単
位
で
、
軍
需
工
場
や
農
繁
期
の
農
村
に
送
り
込
ま
れ

た
。
こ
の
動
き
は
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
の
学
徒
勤
労
令
や
女
子
挺
身

隊
令
の
公
布
に
よ
っ
て
さ
ら
に
徹
底
さ
れ
、
国
民
学
校
高
等
科
、
中
等
学
校

低
学
年
に
ま
で
動
員
が
拡
大
し
、
中
等
学
校
三
年
生
以
上
の
男
女
に
は
深
夜

（
�
）

労
働
ま
で
課
さ
れ
た
。
同
年
の
「
朝
日
新
聞
」
に
も
、
女
学
生
の
病
院
な
ど

（
�
）

へ
の
挺
身
や
生
産
工
場
へ
の
繰
り
込
み
に
関
す
る
記
事
が
見
ら
れ
る
。

妹
が
義
務
教
育
を
受
け
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
る
と
、
一
九
四
〇

（
昭
和
一
五
）
年
に
尋
常
小
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。
そ
し

（
�
）

て
、
一
九
四
四
（
昭
和
一
九
）
年
の
学
校
系
統
図
を
参
照
す
る
と
、
数
え
年

一
七
歳
（
満
一
六
歳
）
は
、
ち
ょ
う
ど
高
等
女
学
校
を
卒
業
す
る
年
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
妹
が
高
等
女
学
校
へ
進
学
し
た
か
否
か
は
作
品
か
ら
判
断

し
に
く
い
が
、
一
九
四
三
（
昭
和
一
八
）
年
以
降
、
動
員
の
範
囲
が
次
第
に

広
が
り
、
一
九
四
四
年
に
入
る
と
、
学
徒
、
女
子
と
に
か
か
わ
ら
ず
戦
争
体
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制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
。
一
七
歳
の
妹
も
、
病
気
を
し
な
け

れ
ば
、
労
働
力
の
供
給
源
と
さ
れ
た
「
未
婚
の
女
性
」
と
し
て
真
っ
先
に
動

員
さ
れ
、
軍
需
工
場
や
農
繁
期
の
農
村
に
送
り
込
ま
れ
、
戦
争
生
活
に
溶
け

込
ん
で
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
、
病
気
に
な
り
、
勤
労
動
員
か
ら
除
外
さ
れ

て
い
る
妹
は
、
た
だ
感
傷
的
で
何
の
役
に
も
立
た
な
い
自
分
の
こ
と
を
「
子

供
っ
ぽ
い
」「
子
供
み
た
い
」「
大
き
く
な
れ
な
い
で
ゐ
る
」
と
感
じ
て
い

る
。「
病
人
と
し
て
休
ま
せ
て
も
ら
ふ
、
大
き
い
感
謝
」
と
い
う
の
も
、
現

代
か
ら
は
過
剰
と
も
思
え
る
が
、
戦
時
を
生
き
る
人
間
ゆ
え
の
感
情
と
し
て

理
解
さ
れ
る
も
の
だ
ろ
う
。

今
も
蟻
と
遊
ぶ
や
う
な
子
供
つ
ぽ
さ
の
後
で
、
な
に
か
悲
し
く
な
る

と
、
年
齢
の
階
段
み
た
い
な
も
の
を
こ
と
ん
と
踏
み
外
し
た
や
う
で
、

眼
を
つ
ぶ
つ
て
横
に
な
つ
た
。
鉛
筆
の
心
な
ん
か
運
ん
で
行
つ
て
と
蟻

に
話
し
か
け
よ
う
と
し
て
も
、
自
分
の
方
が
先
き
に
さ
び
し
か
つ
た
。

（
傍
線
│
引
用
者
・
以
下
同
）

自
分
が
役
に
立
た
な
い
人
間
だ
と
思
い
、
蟻
に
積
極
的
に
声
を
掛
け
る
こ

と
さ
え
で
き
な
い
、
自
己
の
「
さ
び
し
」
さ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
妹
の

心
境
で
あ
る
。

当
時
、「
多
く
の
国
民
が
日
米
開
戦
に
不
安
を
抱
い
た
が
、
こ
と
の
重
大

性
に
気
づ
く
人
は
少
な
か
っ
た
。
物
質
窮
乏
と
イ
ン
フ
レ
に
苦
し
み
な
が
ら

も
、
市
民
は
よ
く
働
き
、「
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
」
の
か
け
声
に

（
�
）

従
順
に
こ
た
え
て
い
た
」
の
で
あ
る
。
妹
が
「
イ
ヤ
デ
ス
さ
ん
」
と
揶
揄
さ

れ
た
十
年
前
は
、
ま
だ
子
供
が
「
イ
ヤ
デ
ス
」
と
口
に
素
直
に
出
す
こ
と
が

で
き
て
い
た
が
、
戦
況
が
進
む
現
在
、
も
う
誰
も
「
イ
ヤ
デ
ス
」
と
言
え
な

い
よ
う
に
な
り
、
戦
争
に
勝
つ
ま
で
我
慢
す
る
し
か
な
く
な
る
。
国
民
全
体

が
国
家
総
動
員
体
制
に
巻
き
込
ま
れ
、「
大
東
亜
戦
争
」
に
猛
進
す
る
な
か
、

い
わ
ゆ
る
個
人
の
哀
歓
が
否
定
さ
れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
、
妹
は
「
現
在

（
�
）

の
資
格
に
欠
け
て
い
る
」
人
間
だ
と
言
え
る
が
、
入
院
し
て
そ
の
よ
う
な
状

況
の
外
に
い
る
自
己
の
内
面
に
あ
ら
が
い
、
同
時
代
に
生
き
て
い
る
人
間

を
、
自
分
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
妹
の
悲
し
み

は
、
病
室
に
い
る
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
戦
争
中
の
人
間
に
対
す
る
憐
憫
で
あ

り
、
同
時
代
の
一
般
的
な
一
七
歳
の
女
性
の
実
態
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
ま
れ
た
純
粋
な
感
傷
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
妹
の
成
長
│
│
〈
悲
し
み
〉
の
深
化

妹
は
妊
娠
し
た
姉
が
見
舞
い
に
き
た
時
、
母
か
ら
も
ら
っ
た
と
い
う
「
四

つ
で
死
ん
だ
上
の
姉
の
晴
着
」
を
見
せ
ら
れ
た
。

「
で
も
、
男
の
子
か
女
の
子
か
分
か
ら
な
い
で
せ
う
。」
と
妹
は
言
つ

た
。「

女
の
子
ら
し
い
わ
。」
と
姉
は
あ
つ
さ
り
片
づ
け
た
。

「
私
の
様
子
を
見
て
も
、
女
で
せ
う
つ
て
、
お
母
さ
ま
も
お
つ
し
や

る
の
よ
。
う
ち
は
女
の
子
が
よ
く
産
れ
る
し
。」

三
二



「
そ
ん
な
死
ん
だ
人
の
着
物
着
せ
て
い
い
の
。」

「
平
気
よ
。
今
時
そ
ん
な
こ
と
言
つ
て
ら
れ
な
い
わ
。
よ
そ
の
人
の

な
ら
い
や
で
せ
う
け
れ
ど
。」

「
今
時
、
そ
ん
な
い
い
着
物
、
目
立
つ
て
。」
と
妹
は
言
ひ
か
か
つ

て
、
着
物
を
惜
し
が
つ
て
ゐ
る
や
う
な
、
姉
を
妬
ん
で
ゐ
る
や
う
な
自

分
に
び
つ
く
り
し
た
。

小
さ
い
頃
「
上
の
姉
」
の
こ
と
に
つ
い
て
、
お
互
い
「
感
傷
の
相
手
」
と

し
て
付
き
合
っ
て
き
た
姉
妹
に
と
っ
て
、「
上
の
姉
の
幼
い
晴
着
」
は
「
大

事
な
も
の
」
で
あ
る
。
母
か
ら
そ
の
「
晴
着
」
を
も
ら
っ
た
姉
に
対
し
て
、

そ
の
着
物
を
こ
れ
か
ら
生
ま
れ
る
子
供
に
着
せ
る
の
が
い
い
こ
と
な
の
だ
ろ

う
か
と
「
妹
」
は
言
い
か
け
る
。
そ
し
て
、「
着
物
を
惜
し
が
つ
て
ゐ
る
や

う
な
、
姉
を
妬
ん
で
ゐ
る
や
う
な
」
自
己
の
感
情
を
不
思
議
に
思
う
の
で
あ

る
。
姉
が
母
か
ら
そ
の
着
物
を
も
ら
う
と
、
い
ま
ま
で
姉
と
二
人
で
精
神
上

共
有
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
完
全
に
姉
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
の
時
、
嫉
妬
の
気
持
ち
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
妹
が
「
上

の
姉
の
晴
着
」
を
二
人
の
間
の
大
切
な
記
憶
の
名
残
り
と
し
て
見
て
い
る
か

ら
だ
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

紅
白
の
乱
れ
鶴
の
小
袖
、
朱
に
金
の
菊
の
浮
き
出
た
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん

こ
、
紫
に
白
牡
丹
を
染
め
抜
い
た
被
布
、
緋
縮
緬
の
長
襦
袢
、
妹
は
一

目
で
分
つ
た
。

妹
が
「
一
目
で
分
つ
た
」
晴
着
は
「
朱
」「
金
」「
紫
」「
白
」
と
い
う
鮮

や
か
な
色
合
い
と
、「
乱
れ
鶴
」「
菊
」「
牡
丹
」
な
ど
の
華
麗
な
文
様
を
持

っ
て
い
る
。
妹
は
「
今
時
そ
ん
な
い
い
着
物
、
目
立
つ
て
」
と
姉
を
妬
ん
で

い
る
よ
う
に
言
っ
て
い
る
が
、「
今
時
」
と
は
ど
の
よ
う
な
状
況
だ
ろ
う
か
。

戦
時
下
、
生
活
必
需
品
の
な
か
で
も
っ
と
も
早
く
欠
乏
し
た
の
が
衣
料
品

だ
っ
た
。
原
料
の
大
部
分
を
輸
入
に
頼
る
繊
維
製
品
は
、
日
中
戦
争
開
始
直

後
か
ら
不
足
し
て
い
た
。
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
二
月
、
一
般
国
民
に

最
低
限
の
衣
料
品
を
保
障
し
、
軍
需
方
面
の
配
給
を
確
保
し
よ
う
と
す
る

「
衣
料
品
総
合
切
符
制
」
が
実
施
さ
れ
た
。
男
は
戦
闘
帽
に
国
民
服
、
女
は

袂
を
落
し
た
筒
袖
に
も
ん
ぺ
が
決
戦
下
の
画
一
的
な
服
装
と
な
っ
た
。「
当

時
の
子
ど
も
で
、
つ
ぎ
の
当
た
っ
て
い
な
い
服
を
着
て
い
る
子
は
少
な
か
っ

た
。
ズ
ボ
ン
の
ひ
ざ
も
、
洋
服
の
ひ
じ
も
袖
口
も
、
つ
ぎ
当
て
が
し
て
あ
っ

た
。
傷
ん
で
着
ら
れ
な
く
な
っ
た
大
人
の
服
の
生
地
を
工
夫
し
て
、
子
ど
も

（
�
）

（
�
）

服
を
作
る
こ
と
も
推
奨
さ
れ
た
」。「
今
時
」
は
「
ぜ
い
た
く
は
敵
だ
」
が
叫

ば
れ
、
衣
類
な
ど
が
配
給
制
と
な
り
、
国
民
服
や
決
戦
服
が
奨
励
さ
れ
る
時

代
で
あ
り
、
色
鮮
や
か
で
華
や
か
な
着
物
を
子
供
に
着
せ
る
こ
と
は
一
般
的

で
は
な
い
。
時
勢
に
合
わ
な
い
の
で
あ
る
。

「
こ
ん
ど
は
ね
、
赤
ん
坊
に
こ
の
着
物
を
着
せ
て
来
る
か
も
し
れ
な

い
わ
。
丈
夫
に
な
つ
て
ら
つ
し
や
い
ね
。
お
前
が
こ
れ
を
孫
に
着
せ
て

お
く
れ
た
ら
、
さ
つ
ぱ
り
し
て
、
あ
の
子
も
た
つ
し
や
に
な
る
で
せ
う

つ
て
、
お
母
さ
ま
が
お
つ
し
や
つ
て
ら
し
た
。
お
母
さ
ま
つ
て
、
大
変

な
こ
と
を
考
へ
る
も
の
だ
と
思
つ
た
け
ど
、
あ
り
が
た
い
も
の
よ
。」

川
端
康
成
「
十
七
歳
」
論
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姉
の
「
こ
ん
ど
は
ね
、
赤
ん
坊
に
こ
の
着
物
を
着
せ
て
来
る
か
も
し
れ
な

い
わ
」
と
い
う
言
葉
の
裏
に
は
、
戦
争
が
早
く
終
り
、「
晴
着
」
が
着
ら
れ

る
よ
う
な
豊
か
な
生
活
が
早
く
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
祈
念

（
�
）

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
母
は
「
父
母
の
悲
し
い
秘
密
」
が
載
せ
ら

れ
た
死
ん
だ
姉
の
「
晴
着
」
を
、
新
し
い
生
命
に
着
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
家
庭
か
ら
も
暗
い
歴
史
や
不
祥
な
こ
と
が
祓
わ
れ
、
明
る
く
な
れ
る
だ

ろ
う
と
信
じ
て
お
り
、
す
べ
て
が
「
さ
つ
ぱ
り
し
て
」、
病
床
に
伏
し
て
い

る
妹
も
「
た
つ
し
や
に
な
る
」
だ
ろ
う
と
願
っ
て
い
る
。
姉
は
そ
れ
を
「
大

変
な
こ
と
」
だ
と
素
直
に
受
け
止
め
、
ま
た
「
あ
り
が
た
」
く
も
思
っ
た
の

で
あ
る
。
母
や
姉
に
と
っ
て
、「
上
の
姉
の
晴
着
」
は
、
今
の
生
活
を
耐
え

抜
い
た
後
の
明
る
い
未
来
を
意
味
し
て
い
る
。

妹
は
涙
が
噴
き
出
し
て
来
て
両
手
で
顔
を
隠
し
た
。
姉
が
あ
わ
て
て

慰
め
、
そ
れ
か
ら
病
気
の
せ
ゐ
に
し
て
叱
る
の
を
妹
は
案
外
落
ち
つ
い

て
、
た
だ
愛
撫
と
感
じ
て
ゐ
た
。
清
々
し
い
ば
か
り
だ
つ
た
。

し
か
し
心
が
洗
は
れ
る
に
つ
れ
て
、
な
ほ
せ
つ
な
く
悲
し
い
の
は
、

自
分
が
な
に
も
分
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
だ
つ
た
。
母
や
姉
さ
へ
少

し
も
分
つ
て
あ
げ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
愛
情
の
身
悶
え
だ
つ
た
。
母
や
姉

の
生
き
方
を
抱
か
う
と
し
て
も
、
手
が
か
か
ら
な
く
て
ば
た
り
と
倒

れ
、
逆
に
子
供
み
た
い
に
抱
か
れ
て
ゐ
る
自
分
を
見
る
だ
け
だ
。
小
さ

い（
ママ
）（
�
）
姉
さ
へ
分
ら
な
い
。

妹
は
「
涙
が
噴
き
出
し
て
来
て
両
手
で
顔
を
隠
し
た
」。
そ
れ
は
今
ま
で

た
だ
「
子
供
つ
ぽ
い
」
自
己
へ
の
感
傷
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、「
自
分
が
な
に

も
分
つ
て
ゐ
な
い
」
と
自
覚
し
た
か
ら
で
あ
る
。
母
や
姉
に
と
っ
て
、
亡
く

な
っ
た
「
上
の
姉
」
の
晴
着
に
は
家
族
を
思
う
母
の
祈
念
が
こ
れ
ほ
ど
込
め

ら
れ
て
い
る
の
か
と
、
姉
に
対
す
る
嫉
妬
も
恥
ず
か
し
く
思
う
の
で
あ
る
。

自
己
の
偏
狭
を
意
識
す
る
と
と
も
に
、
姉
に
対
す
る
理
解
を
改
め
た
が
、
そ

れ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
ま
た
悲
し
み
も
深
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
妹
の

精
神
的
成
長
が
見
ら
れ
る
。
母
や
姉
の
「
生
き
方
」
に
も
、
蟻
の
一
生
懸
命

に
も
、
生
へ
向
か
っ
て
進
み
、
時
代
を
生
き
抜
く
堅
忍
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
、「
小
さ
い
蟻
さ
へ
分
ら
な
い
」
自
分
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
。

三
、
妹
の
心
境
の
変
化

前
章
で
は
妹
の
悲
し
み
の
深
化
を
あ
き
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら

は
そ
れ
を
踏
ま
え
つ
つ
、
結
末
に
至
る
妹
の
心
境
の
変
化
を
さ
ら
に
詳
細
に

見
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、「
姉
の
生
き
方
」
が
妹
の
目
に
ど
う
映
っ
て
い
る

か
に
着
目
す
る
。

「
子
供
ね
。
病
気
に
あ
ま
え
て
ち
や
だ
め
よ
。」
と
姉
は
妹
を
見
据
ゑ

て
、
そ
の
止
ま
つ
た
眼
に
妊
娠
の
疲
れ
が
出
た
け
れ
ど
も
、
ほ
ん
の
瞬

間
だ
つ
た
。（
中
略
）

「
オ
ツ
カ
ア
と
い
ふ
の
は
私
の
こ
と
な
の
よ
。
オ
ツ
カ
ア
と
言
ふ
と
、

な
に
か
ど
ん
と
据
ゑ
つ
け
た
も
の
み
た
い
で
、
妙
な
気
が
し
た
け
れ

ど
、
兵
隊
さ
ん
は
さ
う
い
ふ
ら
し
い
わ
。」
と
言
ひ
な
が
ら
眼
を
離
さ

三
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な
か
つ
た
。
妹
に
姉
の
肩
が
触
れ
て
ゐ
た
。
ず
ゐ
ぶ
ん
久
し
ぶ
り
の
こ

と
で
妹
は
胸
が
ど
き
ど
き
し
た
。
筒
抜
け
に
姉
が
流
れ
こ
ん
で
来
て
、

ど
う
な
る
の
か
と
思
つ
た
。

し
か
し
姉
は
不
意
に
伸
び
上
る
と
少
し
離
れ
た
椅
子
に
坐
つ
て
、
な

に
か
用
が
す
ん
だ
と
い
ふ
や
う
な
顔
で
妹
の
方
を
眺
め
た
。
う
つ
向
い

た
の
が
苦
し
く
て
一
服
し
て
ゐ
る
の
か
と
、
妹
は
気
が
つ
い
た
。

「
妊
娠
の
疲
れ
」
が
姉
の
目
付
き
や
無
意
識
な
動
作
か
ら
流
れ
出
た
が
、

「
ほ
ん
の
瞬
間
だ
つ
た
」。
現
実
に
起
こ
る
様
々
な
苦
し
み
を
気
に
せ
ず
、
過

ぎ
去
っ
た
も
の
に
も
拘
ら
ず
、
刻
々
と
ま
わ
っ
て
く
る
こ
と
を
精
い
っ
ぱ
い

や
る
。
そ
れ
は
姉
の
さ
っ
ぱ
り
し
た
性
格
の
一
面
で
も
あ
る
が
、
現
在
の
生

活
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
を
朗
ら
か
に
生
き
て
い
る
姿
で
も
あ

る
。
妹
は
そ
れ
に
気
付
く
と
同
時
に
、
久
し
ぶ
り
に
姉
の
肩
に
触
れ
る
こ
と

で
「
胸
が
ど
き
ど
き
し
た
」。
妹
に
と
っ
て
、
用
の
な
い
「
子
供
つ
ぽ
い
」

自
分
に
対
し
、
姉
は
大
人
と
し
て
憧
れ
の
存
在
で
あ
る
。
姉
が
近
づ
く
と
衝

撃
が
大
き
く
、
妹
は
自
分
の
存
在
感
が
薄
ら
い
だ
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ

う
し
た
状
況
の
下
、
姉
が
一
気
に
迫
っ
て
き
て
、
妹
は
自
分
の
存
在
が
無
く

な
る
だ
ろ
う
と
心
配
す
る
ま
で
刺
激
を
受
け
、
胸
が
騒
い
だ
の
で
あ
る
。

姉
は
戦
地
の
夫
か
ら
送
ら
れ
た
写
真
に
「
オ
ツ
カ
ア
」
と
書
か
れ
た
自
分

の
こ
と
を
「
な
に
か
ど
ん
と
据
ゑ
つ
け
た
も
の
み
た
い
で
」、「
妙
な
」
気
が

す
る
と
言
う
。「
据
ゑ
つ
け
た
」
と
い
う
表
現
を
ど
う
理
解
し
た
ら
い
い
の

か
。川

端
は
一
九
四
二
年
一
〇
月
、
日
本
文
学
報
国
会
派
遣
作
家
と
し
て
長
野

（
�
）

県
の
留
守
農
家
を
訪
ね
て
い
る
。
そ
の
後
エ
ッ
セ
イ
「
日
本
の
母
」
を
書
い

た
。
そ
の
作
品
で
は
、
戦
死
し
た
夫
を
持
ち
、「
日
本
の
母
」
に
選
ば
れ
た

三
十
代
の
女
性
井
上
ツ
タ
エ
さ
ん
の
姿
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

頬
の
赤
い
、
大
作
り
の
面
長
に
、
豊
か
な
体
で
、
三
十
四
と
い
ふ
年

よ
り
若
く
見
え
た
。
し
つ
か
り
据
つ
た
重
み
の
う
ち
に
、
温
か
い
も
の

を
じ
つ
と
蓄
へ
た
姿
だ
つ
た
。
明
る
い
農
婦
だ
つ
た
。

「
日
本
の
母
」
は
ツ
タ
エ
さ
ん
の
よ
う
な
素
朴
純
情
で
、
一
心
不
乱
に
百

姓
仕
事
を
す
る
普
通
の
婦
人
で
あ
る
。
川
端
は
「
か
う
い
ふ
無
名
の
母
達
に

よ
つ
て
、
銃
後
は
ま
も
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
戦
線
の
勇
士
達
が
呼
ぶ
の

（
�
）

も
、
か
う
い
ふ
母
達
で
あ
る
」
と
思
い
、
そ
の
姿
を
書
き
留
め
た
の
で
あ

る
。
い
つ
ま
で
も
明
る
さ
を
失
わ
ず
、
強
さ
を
持
つ
女
性
に
「
据
つ
た
重

み
」
を
見
て
い
る
。

（
�
）

そ
し
て
、
川
端
が
同
時
期
に
発
表
し
た
掌
の
小
説
「
さ
と
」
の
結
末
に

は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

兄
の
戦
地
か
ら
の
手
紙
を
見
せ
よ
う
と
立
ち
上
が
つ
た
嫂
の
後
姿

に
、
絹
子
は
ふ
と
嫂
の
年
、
し
か
し
こ
の
家
の
人
に
な
り
切
つ
た
、
据

つ
た
重
み
を
感
じ
て
、
は
つ
と
し
た
。

小
説
「
さ
と
」
の
主
人
公
絹
子
は
実
家
へ
里
帰
り
し
て
、
以
前
嫂
が
里
帰

り
し
た
時
の
こ
と
を
回
想
す
る
。
母
は
嫂
の
里
帰
り
を
「
こ
の
家
に
な
じ
ん

川
端
康
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「
十
七
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で
い
な
い
」
証
拠
だ
と
嘆
い
た
が
、
絹
子
は
逆
に
嫂
に
同
情
し
、
嫂
へ
理
解

を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
四
年
後
、
兄
の
戦
地
か
ら
の
手
紙
を
見
せ
よ
う

と
立
ち
上
が
っ
た
嫂
の
後
姿
に
、
絹
子
は
ふ
と
「
こ
の
家
の
人
に
な
り
切
つ

（
�
）

た
、
据
つ
た
重
み
を
感
じ
て
、
は
っ
と
」
す
る
の
で
あ
る
。
森
晴
雄
は
男
た

ち
が
出
征
し
た
あ
と
の
、
家
庭
で
の
女
達
の
姿
が
、
こ
の
一
節
に
表
れ
て
い

る
と
指
摘
し
た
。
嫂
の
「
据
つ
た
重
み
」
が
身
に
付
い
た
四
年
の
歳
月
は
、

日
本
の
戦
争
と
と
も
に
流
れ
て
い
る
。
嫂
は
戦
時
中
の
日
本
の
女
性
の
一
つ

の
縮
図
だ
と
も
言
え
る
。

嫂
と
同
じ
よ
う
に
、
姉
の
夫
も
戦
地
へ
出
征
し
て
い
る
。
そ
し
て
姉
は
戦

地
に
い
る
夫
に
「
オ
ツ
カ
ア
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
呼
び
方
に
は
「
兵

隊
さ
ん
」
た
ち
の
銃
後
へ
の
信
頼
や
安
堵
感
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に

戦
地
に
身
を
置
く
彼
ら
の
精
神
的
な
支
え
に
な
っ
て
い
る
「
母
」
の
意
味
も

含
ま
れ
て
い
る
。
姉
は
「
な
に
か
ど
ん
と
据
ゑ
つ
け
た
も
の
み
た
い
で
、
妙

な
気
が
し
た
け
れ
ど
」、
自
ら
を
「
オ
ツ
カ
ア
」
と
呼
ぶ
夫
の
気
持
ち
を
く

み
と
り
、「
眼
を
離
さ
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
。

「
お
姉
さ
ま
、
お
産
に
も
帰
ら
な
い
の
。」

「
え
え
、
帰
ら
な
い
つ
も
り
。
オ
ツ
カ
ア
の
亭
主
が
留
守
だ
か
ら
、

帰
ら
な
い
は
う
が
い
い
や
う
よ
。」
と
姉
は
笑
つ
た
が
、
ち
ょ
っ
と
思

ひ
出
す
や
う
な
風
を
し
て
、

「
私
達
、
な
く
な
つ
た
姉
さ
ん
の
名
前
、
ま
だ
聞
い
て
な
い
で
せ
う
。

私
に
女
の
子
が
産
れ
た
ら
、
知
ら
ん
顔
し
て
、
姉
さ
ん
の
名
を
つ
け
て

み
よ
う
か
し
ら
、
お
父
さ
ま
や
お
母
さ
ま
を
驚
か
せ
て
あ
げ
る
、
そ
ん

な
こ
と
い
つ
か
あ
ん
た
に
言
つ
た
こ
と
あ
る
わ
ね
。
覚
え
て
る
？

で

も
、
そ
ん
な
名
前
を
聞
か
な
く
て
よ
か
つ
た
わ
。
子
供
の
名
前
は
、
そ

ん
な
少
女
の
感
傷
で
つ
け
ら
れ
る
も
ん
ぢ
ゃ
な
い
こ
と
よ
。
戦
地
か
ら

つ
け
て
も
ら
ふ
わ
。
女
の
私
の
気
持
で
、
子
供
の
名
前
は
犯
せ
な
い
。」

姉
は
出
産
の
時
に
も
実
家
へ
帰
ら
ず
、「
亭
主
が
留
守
」
で
あ
る
家
を
し

っ
か
り
守
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
姿
は
「
日
本
の
母
」
の
ツ
タ
エ
さ
ん
、「
さ

と
」
の
嫂
の
姿
に
重
な
り
、「
据
ゑ
つ
け
た
も
の
」
の
意
味
を
自
ら
体
現
し

て
い
る
。
か
つ
て
自
分
に
女
の
子
が
生
ま
れ
た
ら
、
亡
く
な
っ
た
姉
の
名
前

を
子
供
に
つ
け
よ
う
と
、
妹
と
と
も
に
「
少
女
の
感
傷
」
を
共
有
し
て
い
た

が
、
い
つ
の
ま
に
か
変
化
し
た
姉
に
は
、
時
代
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
過
去

に
拘
り
を
持
つ
妹
と
、
状
況
と
呼
応
す
る
姉
と
の
対
照
的
な
姿
が
見
ら
れ

る
。
子
供
に
自
ら
の
思
い
出
に
ま
つ
わ
る
暗
い
影
を
背
負
わ
せ
た
く
な
い
。

い
つ
の
時
代
で
も
逞
し
く
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
子
供
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
、

子
供
の
名
前
を
「
戦
地
か
ら
つ
け
て
も
ら
ふ
」
の
は
そ
の
こ
と
を
如
実
に
物

語
っ
て
い
る
。

（
�
）

掌
の
小
説
「
小
切
」
に
お
い
て
、
主
人
公
美
也
子
は
友
達
が
産
ま
れ
た
時

か
ら
の
着
物
全
部
の
小
切
れ
を
、
写
真
帳
の
よ
う
に
貼
っ
て
残
し
て
あ
る
こ

と
を
羨
ま
し
く
思
っ
た
。
そ
の
話
を
聞
く
と
、
母
は
感
心
し
て
「
美
也
子
の

も
取
っ
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」
と
言
っ
た
が
、
傍
で
聞
い
て
い
た
父
は
「
い

や
な
こ
と
を
す
る
。
平
民
の
す
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
。」「
な
ん
だ
。
そ
ん
な
子

供
は
よ
う
大
き
く
な
ら
ん
ぞ
。」
と
怒
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
い
出
し
、
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美
也
子
は
父
が
な
に
を
怒
る
の
か
分
ら
な
か
っ
た
が
、
今
は
少
し
分

る
よ
う
な
気
が
す
る
。
思
ひ
出
に
あ
ま
え
て
は
な
ら
な
い
。
過
ぎ
ゆ
く

も
の
に
ひ
つ
か
か
つ
た
り
、
と
ら
へ
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
も
つ

と
大
事
な
こ
と
は
、
美
也
子
の
小
切
に
は
暗
い
影
が
一
つ
も
ま
つ
は
つ

て
い
な
い
。
平
凡
だ
け
れ
ど
も
清
潔
で
幸
福
な
思
ひ
出
ば
か
り
だ
。
あ

の
友
達
の
美
し
い
小
切
に
は
、
あ
の
子
か
母
か
の
汚
辱
と
不
幸
と
が
し

る
さ
れ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
。
悲
し
さ
を
大
事
に
し
て
ゐ
た
の
で
は

な
い
だ
ら
う
か
。

と
の
一
節
が
あ
る
。
美
也
子
は
過
去
の
不
幸
を
背
負
い
、
そ
の
「
悲
し
さ
を

大
事
に
し
て
」
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
子
供
の
名
前
は
、

そ
ん
な
少
女
の
感
傷
で
つ
け
ら
れ
る
も
ん
ぢ
や
な
い
こ
と
よ
」
と
口
に
す
る

姉
の
思
い
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
同
じ
片
仮
名
表
記
で
あ
る
「
オ
ツ
カ
ア
」
と
「
イ
ヤ
デ
ス

さ
ん
」
と
い
う
二
つ
の
呼
称
に
注
目
し
た
い
。「
オ
ツ
カ
ア
」
は
変
化
し
た

姉
に
対
す
る
呼
称
で
、
そ
こ
に
は
時
代
の
影
が
射
し
て
い
る
。
一
方
、
妹
は

「
病
院
か
ら
姉
に
出
す
手
紙
に
「
イ
ヤ
デ
ス
よ
り
」
と
署
名
し
よ
う
と
考
へ

つ
い
た
」。
そ
し
て
、
鉛
筆
を
削
っ
て
い
る
う
ち
に
、「
折
れ
た
心
」
が
眼
に

入
っ
た
か
と
思
う
と
、
敷
布
に
動
い
て
い
く
の
だ
と
分
か
っ
た
時
、「
ま
あ

い
や
だ
。」
と
何
気
な
く
言
っ
た
。
十
年
前
、
寺
の
貼
紙
に
「
イ
ヤ
デ
ス
」

と
書
い
た
子
供
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
そ
れ
は
妹
が
「
イ
ヤ
デ
ス
さ
ん
」
の
持

ち
続
け
て
い
る
時
間
に
止
ま
っ
た
ま
ま
、「
成
長
」
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
う
す
る
と
、「
イ
ヤ
デ
ス
さ
ん
」
と
い
う
呼
び
方
に
は
、

「
い
や
で
す
」
と
素
直
に
言
え
な
い
社
会
状
況
と
、
妹
の
個
人
的
「
成
長
」

と
に
関
わ
る
二
重
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

妹
は
子
供
の
名
前
を
戦
地
か
ら
つ
け
て
も
ら
う
と
い
う
姉
の
話
を
聞
い
て

頷
き
、
そ
れ
か
ら
晴
着
を
孫
に
差
し
出
す
母
の
思
い
を
理
解
し
、
清
々
し
く

涙
を
流
し
て
い
る
。
心
が
洗
わ
れ
る
よ
う
に
感
じ
な
が
ら
も
、
病
気
の
た
め

母
や
姉
の
よ
う
に
生
き
ら
れ
ず
甘
や
か
さ
れ
て
い
る
自
分
に
気
付
く
。
そ
の

気
付
き
は
次
の
よ
う
な
小
説
の
結
末
部
分
に
繋
が
る
。

け
れ
ど
も
、
こ
ん
な
に
溢
れ
て
来
る
心
は
天
に
も
と
ど
き
さ
う
で
、

義
兄
も
産
ま
れ
る
子
も
み
ん
な
き
つ
と
護
つ
て
あ
げ
る
と
、
遠
く
へ
掌

を
合
は
せ
る
気
持
に
な
る
と
、
生
き
生
き
と
あ
り
が
た
か
つ
た
。

「
何
も
出
来
な
い
体
だ
け
れ
ど
も
、
た
だ
も
う
い
い
人
に
な
つ
て
お
か
う

と
素
直
に
」
思
う
気
持
か
ら
、「
こ
ん
な
に
溢
れ
て
来
る
心
は
天
に
も
と
ど

き
さ
う
」「
み
ん
な
き
つ
と
護
つ
て
あ
げ
る
」
と
「
生
き
生
き
あ
り
が
た
」

く
思
う
妹
の
心
境
の
変
化
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
、
妹
は
消
極
的
な
一
七
歳
の

感
傷
か
ら
脱
出
し
、
家
族
み
ん
な
を
護
り
た
い
、
祈
り
た
い
と
い
う
未
来
に

向
け
た
積
極
的
な
感
情
を
持
つ
よ
う
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

戦
時
中
、
病
床
に
伏
し
て
い
る
妹
は
感
傷
的
に
な
り
、
十
年
前
「
イ
ヤ
デ

ス
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
た
自
己
と
姉
や
母
と
の
過
去
を
追
憶
し
、
入
院
時
に
ふ

と
自
分
の
年
を
正
確
に
把
握
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ
は
妹
が
病
院
と
い
う
一

時
的
に
外
界
と
断
ち
切
ら
れ
た
空
間
に
置
か
れ
、「
自
分
ひ
と
り
時
間
の
外

に
置
き
去
ら
れ
た
や
う
」
に
感
じ
る
か
ら
で
も
あ
る
が
、
国
民
の
戦
争
協
力
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が
要
請
さ
れ
る
中
で
、
一
七
歳
の
国
民
と
し
て
国
家
に
献
身
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
立
場
で
い
な
が
ら
、
勤
労
動
員
か
ら
除
外
さ
れ
、
た
だ
感
傷
的
で
何

も
役
立
た
な
い
自
己
を
「
子
供
み
た
い
」「
大
き
く
な
れ
な
い
で
ゐ
る
」
と

感
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
年
齢
感
の
齟
齬
で
も
あ
る
。

妹
は
卑
小
に
も
か
か
わ
ら
ず
孤
軍
奮
闘
し
て
い
る
蟻
に
自
己
を
投
影
し
、

悲
し
み
を
味
わ
う
。
そ
の
悲
し
み
は
ま
た
戦
争
中
の
人
々
に
対
す
る
憐
憫
に

重
な
り
、「
休
ま
せ
て
い
た
だ
」
く
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
、「
た
だ
も
う
い

い
人
に
な
つ
て
お
か
う
と
素
直
に
思
ふ
」
も
の
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
。
そ
の

よ
う
な
妹
の
「
な
に
も
出
来
な
い
」
消
極
的
な
（
内
的
）
感
情
は
姉
の
見
舞

い
を
契
機
に
積
極
的
（
外
向
き
）
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
姉
が
見
せ
て
く

れ
た
四
つ
で
死
ん
だ
「
上
の
姉
」
の
晴
着
に
は
、
戦
争
が
早
く
終
り
、
豊
か

な
生
活
が
早
く
訪
れ
る
よ
う
に
と
い
う
祈
念
が
込
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た

「
オ
ツ
カ
ア
」
と
い
う
義
兄
の
姉
に
対
す
る
呼
び
方
に
は
、
戦
地
に
い
る
兵

隊
た
ち
の
精
神
的
な
支
え
に
な
っ
て
い
る
母
性
的
な
存
在
感
が
示
さ
れ
て
い

る
。
姉
の
、
時
代
に
溶
け
こ
ん
で
、「
生
」
へ
向
か
い
懸
命
に
生
き
て
い
く

「
生
き
方
」
に
気
付
き
、
妹
は
自
分
の
世
界
の
狭
さ
を
意
識
し
な
が
ら
、
家

族
を
い
と
お
し
む
心
が
溢
れ
、
遠
く
へ
合
掌
し
て
家
族
み
ん
な
を
護
り
た
い

と
思
う
「
生
き
生
き
と
あ
り
が
た
」
い
気
持
に
な
る
の
で
あ
る
。

掌
の
小
説
「
十
七
歳
」
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
日
常
的
な
生
活
場
面
に

は
、
戦
時
の
国
民
の
「
真
実
」
が
紡
が
れ
て
い
る
。
若
年
層
が
勤
労
動
員
さ

れ
る
状
況
下
で
、
病
人
と
し
て
休
ま
せ
て
も
ら
う
感
謝
の
気
持
、
衣
料
品
が

不
足
し
て
い
て
、
そ
の
結
果
と
し
て
着
物
が
目
立
っ
て
い
る
現
状
、「
い
や

で
す
」
と
口
に
出
さ
ず
、
社
会
の
変
化
に
逆
ら
う
こ
と
な
く
ひ
た
す
ら
に
銃

後
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
女
達
な
ど
が
、
そ
れ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

一
方
、
作
者
川
端
の
視
線
は
病
気
療
養
中
の
一
七
歳
の
少
女
に
向
け
ら
れ

て
い
る
。
妹
の
「
成
長
」
過
程
に
は
戦
時
下
の
社
会
状
況
か
ら
一
歩
踏
み
外

し
た
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
悲
し
み
の
心
情
が
通
底
し
て
い
る
。
そ
の
悲
し

み
は
人
間
本
来
の
「
常
」
が
奪
わ
れ
、
個
人
の
感
情
が
抹
殺
さ
れ
て
い
る
時

代
の
な
か
、
人
間
の
心
の
あ
り
方
、
純
粋
さ
が
如
何
に
大
切
か
と
気
付
い
た

作
者
の
意
識
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

結

（
�
）

作
品
の
題
名
で
あ
る
「
十
七
歳
」
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

川
端
は
数
え
年
一
六
歳
、
満
年
齢
で
一
四
歳
の
時
に
書
い
た
日
記
を
も
と

に
、
小
説
「
十
六
歳
の
日
記
」
を
執
筆
し
た
。
こ
の
作
品
は
、
初
出
の
時
に

「
十
七
歳
の
日
記
」「
続
十
七
歳
の
日
記
」
と
題
さ
れ
た
。
し
か
し
、『
伊
豆

の
踊
子
』
に
収
録
さ
れ
る
際
に
、
妻
の
秀
子
が
「
年
の
数
え
方
が
違
う
の
に

（
�
）

（
�
）

気
が
つ
い
た
」
た
め
に
、
改
題
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
説
「
故
園
」

に
お
い
て
、
主
人
公
の
「
十
六
七
歳
ら
し
い
自
己
嫌
悪
に
落
ち
た
」
記
憶
が

語
ら
れ
て
い
る
。
一
七
歳
は
、
死
を
間
近
に
控
え
て
日
に
日
に
弱
っ
て
い
く

最
後
の
肉
親
で
あ
る
祖
父
へ
の
少
年
ら
し
い
愛
情
と
嫌
悪
感
に
繋
が
っ
て
お

り
、
作
品
中
分
水
嶺
と
な
る
年
齢
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

主
人
公
が
男
性
で
あ
る
場
合
の
一
七
歳
は
、
川
端
の
孤
児
体
験
に
よ
る
精

神
構
造
（
孤
児
根
性
）
に
繋
が
っ
て
い
る
。
一
方
、
女
性
で
あ
る
場
合
の
一

（
�
）

七
歳
は
、
む
し
ろ
川
端
の
伊
藤
初
代
（
千
代
）
と
の
失
恋
体
験
や
女
性
観
に

三
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影
響
さ
れ
る
側
面
が
強
い
。「
川
端
の
胸
奥
に
象
嵌
さ
れ
た
千
代
の
像
は
、

（
�
）

聖
処
女
と
し
て
魅
力
を
残
像
さ
せ
る
」
と
長
谷
川
泉
が
述
べ
て
い
る
よ
う

（
�
）

に
、
川
端
の
作
品
に
は
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
、「
永
遠
の
少
女
」
像
が
託
さ

（
�
）

れ
た
人
物
が
登
場
し
て
い
る
。
千
代
を
モ
デ
ル
と
す
る
「
篝
火
」
の
主
人
公

み
ち
子
の
後
姿
は
「
小
娘
で
も
女
で
も
な
く
、
た
だ
頼
り
な
げ
に
背
丈
を
高

く
見
せ
た
」
と
描
か
れ
、「
ま
だ
子
供
な
ん
だ
」「
さ
つ
き
の
女
学
生
達
よ
り

も
ず
つ
と
ず
つ
と
子
供
な
ん
だ
」「
全
く
、
ま
だ
物
の
形
も
見
え
な
い
こ
の

十
六
の
小
娘
を
ど
う
す
る
の
だ
」
と
「
子
供
」
に
強
く
拘
っ
て
い
る
作
者
川

（
�
）

端
の
意
識
が
見
ら
れ
る
。「
伊
豆
の
踊
子
」
の
冒
頭
部
分
で
、「
私
」
が
踊
子

に
巡
り
会
っ
た
時
、「
不
思
議
な
形
」
の
髪
型
を
し
て
い
る
一
四
歳
の
踊
り

子
は
「
十
七
く
ら
ゐ
に
見
え
た
」。
踊
り
子
が
「
汚
れ
る
」
だ
ろ
う
と
悩
ま

し
か
っ
た
翌
朝
、
浴
場
の
真
裸
の
踊
り
子
を
見
て
「
子
供
な
ん
だ
。
私
達
を

見
つ
け
た
喜
び
で
真
裸
の
ま
ま
日
の
光
の
中
に
飛
び
出
し
、
爪
先
き
で
背
一

ぱ
い
に
伸
び
上
る
程
に
子
供
な
ん
だ
」
と
髪
と
衣
裳
に
騙
さ
れ
た
自
分
に
気

付
き
、
清
々
し
い
気
持
に
な
っ
て
い
る
。「
踊
子
の
髪
が
豊
か
過
ぎ
る
の
で
、

十
七
八
に
見
え
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。「
私
は
前
々
か
ら
十
六
七
よ
り
年
上

の
女
に
は
な
ん
の
魅
力
も
感
じ
な
い
と
い
ふ
病
的
な
好
み
に
捕
へ
ら
れ
て
ゐ

（
�
）た」

と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
十
六
七
よ
り
年
上
の
女
」
は
お
そ
ら
く

自
己
の
精
神
を
清
め
る
よ
う
な
純
粋
無
垢
な
「
子
供
」
で
は
な
く
な
り
、

「
魅
力
」
も
感
じ
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
作
者
川
端
に
と
っ
て
、
一
七

歳
と
い
う
年
齢
は
女
性
が
「
子
供
」
か
ら
「
娘
盛
り
」
を
経
て
女
へ
と
変
わ

っ
て
い
く
境
界
線
と
し
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。

（
�
）

川
端
康
成
は
作
品
発
表
直
後
の
一
九
四
四
年
六
月
一
五
日
の
自
由
日
記

に
、
自
分
の
心
情
を
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
た
。

午
前
二
時
。
明
朝
の
飯
を
焚
い
て
置
け
と
は
、
明
朝
の
万
一
を
予
想

し
て
の
事
で
あ
る
。
明
朝
爆
撃
を
蒙
る
も
の
と
す
れ
ば
、
敵
機
は
現
在

機
翼
を
連
ね
爆
音
を
轟
か
せ
て
、
闇
夜
の
空
を
我
等
に
向
つ
て
飛
来
し

つ
つ
あ
る
筈
で
あ
る
。「
故
園
」
の
祖
父
の
夢
に
就
て
の
下
り
を
書
き

な
が
ら
、
ふ
と
こ
の
敵
機
を
思
ふ
と
、
現
在
な
る
も
の
の
奇
怪
を
感
ず

る
。
現
在
な
る
も
の
、
我
等
の
生
命
は
常
に
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
ら

う
。
防
空
要
員
で
な
い
私
は
今
夜
今
時
、
明
後
日
朝
〆
切
の
仕
事
を
一

途
に
す
る
外
に
、
我
等
に
襲
ひ
来
る
敵
機
に
対
し
て
な
す
べ
き
事
が
な

い
。
防
空
要
員
で
な
い
一
般
の
人
々
は
た
だ
眠
り
に
入
つ
て
ゐ
る
で
あ

ら
う
。
私
も
安
眠
し
て
ゐ
る
べ
き
で
あ
る
。
人
並
に
眠
つ
て
ゐ
る
べ
き

で
あ
る
と
、
真
実
思
ふ
。
奇
怪
な
「
現
在
」
で
あ
る
。「
故
園
」
の
四

枚
目
を
書
い
て
ゐ
る
。

「
刻
々
の
現
在
と
は
無
論
刻
々
の
過
去
で
あ
る
」
と
い
ふ
と
こ
ろ
へ

（
�
）

来
て
、
こ
の
感
あ
り
。

空
襲
の
下
、
戦
時
中
の
生
活
者
と
し
て
国
家
と
共
棲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
運
命
の
な
か
で
、
偽
り
の
「
夢
」
を
仮
託
す
る
。
そ
う
し
た
表
現
に
「
我

等
の
生
命
は
常
に
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
」
と
、「
現
在
」
に
同
調
し

な
い
「
現
在
な
る
も
の
の
奇
怪
を
感
ず
る
」
と
い
う
川
端
の
違
和
感
が
あ

る
。
そ
れ
は
戦
争
の
現
実
（
時
代
）
が
人
間
に
も
た
ら
し
て
き
た
も
の
で
あ

っ
て
、
一
七
歳
の
「
イ
ヤ
デ
ス
さ
ん
」
の
悲
し
み
の
中
に
も
あ
り
、
姉
と
妹

川
端
康
成
「
十
七
歳
」
論

三
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と
の
対
照
的
な
姿
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。「
明
後
日
朝
〆
切
の
仕
事
」
と

い
う
目
の
前
の
こ
と
を
「
一
途
に
」
す
る
し
か
な
い
。「
蟻
」
の
よ
う
に

「
生
」
へ
向
か
っ
て
「
現
在
」
を
生
き
る
べ
き
だ
と
い
う
川
端
の
心
境
も
窺

え
る
。
小
説
「
十
七
歳
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
作
者
の
心
境
が
表
れ
た
作

品
で
あ
る
。

注（
１
）
作
品
「
十
七
歳
」
は
『
川
端
康
成
全
集
』（
全
一
二
巻
）
第
六
巻

（
新
潮
社

一
九
六
〇
・
九
）、『
川
端
康
成
短
篇
全
集
』（
講
談
社

一
九
六
四
・
二
）、『
川
端
康
成
全
集
』（
全
一
九
巻
）
第
六
巻
（
新

潮
社

一
九
六
九
・
一
〇
）、『
川
端
康
成
全
集
』（
全
三
五
巻
）
第

一
巻
（
新
潮
社

一
九
八
一
・
一
〇
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
森
本
穫
「『
住
吉
』
連
作
論
│
│
『
反
橋
』
か
ら
『
隅
田
川
』
ま
で

│
│
」（
川
端
康
成
研
究
叢
書
７
『
鎮
魂
の
哀
歌
』
教
育
出
版
セ
ン

タ
ー

一
九
八
〇
・
四
）

（
３
）
武
田
勝
彦
「
十
七
歳
」（『
川
端
康
成
全
作
品
研
究
事
典
』
勉
誠
出

版

一
九
九
八
・
六
）

（
４
）
大
坪
利
彦
「「
十
七
歳
」
に
つ
い
て
」（『
論
集

川
端
康
成
│
掌
の

小
説
』
お
う
ふ
う

二
〇
〇
一
・
三
）

（
５
）
鶴
田
欣
也
は
「『
伊
豆
の
踊
子
』」（『
川
端
康
成
の
芸
術
│
純
粋
と

救
済
│
』
明
治
書
院

一
九
八
一
・
一
一
）
に
お
い
て
、「
清
純
と

は
世
間
の
汚
れ
が
身
体
や
気
持
に
染
み
つ
い
て
い
な
い
こ
と
、
生
存

の
狡
猾
さ
を
知
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
言
い
、「
川
端
文
学
で

は
清
純
と
社
会
的
抑
制
と
は
密
接
な
関
係
」
に
あ
り
、
女
性
達
が
自

分
の
清
純
を
投
げ
う
つ
と
き
、
ま
た
、
社
会
の
制
約
か
ら
は
み
出
る

と
き
、
生
命
の
痛
み
が
一
層
強
く
感
じ
ら
れ
る
仕
組
に
な
っ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
６
）
太
平
洋
戦
争
研
究
会
編
・
水
島
吉
隆
解
説
『
写
説

戦
時
下
の
子

ど
も
た
ち
』（
ビ
ジ
ネ
ス
社

二
〇
〇
六
・
一
二
）
に
よ
る
。

（
７
）「
病
室
も
明
る
い
教
室

看
護
婦
免
状
戴
く
前
に
も
う
挺
身
」（「
朝

日
新
聞
」
夕
刊

一
九
四
四
・
二
・
九
）、「
続
々
戦
列
へ

女
学
生

部
隊
も
近
く
出
勤
」（「
朝
日
新
聞
」
朝
刊

一
九
四
四
・
四
・
一

六
）
な
ど
で
あ
る
。

（
８
）『
写
真
で
見
る
教
育
百
年
史
』（
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

二
〇
一
四

・
六
）

（
９
）『
昭
和
時
代

戦
前
・
戦
中
期
』（
読
売
新
聞
昭
和
時
代
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト

中
央
公
論
新
社

二
〇
一
四
・
七
）

（
１０
）
逸
見
広
「
七
月
創
作
評
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
四
四
・
八
・
一
）

（
１１
）
注
（
６
）
に
同
じ
。

（
１２
）
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
七
月
七
日
に
は
「
奢
侈
品
な
ど
製
造

販
売
制
限
規
制
」（
通
称
七
・
七
禁
止
令
）
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る

ぜ
い
た
く
品
の
販
売
が
禁
止
さ
れ
た
。
八
月
一
日
に
は
国
民
精
神
総

動
員
本
部
が
東
京
市
内
に
「
日
本
人
な
ら
ぜ
い
た
く
は
出
来
な
い
筈

だ
！
」「
ぜ
い
た
く
は
敵
だ
！
」
な
ど
書
か
れ
た
立
て
看
板
を
千
五

百
本
配
置
し
た
。

（
１３
）
川
端
康
成
が
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
一
月
一
日
付
「
福
岡
日
日

四
〇



新
聞
」
の
朝
刊
紙
上
に
発
表
さ
れ
た
小
説
「
令
嬢
日
記
」
に
お
い

て
、
主
人
公
朝
子
に
晴
着
一
枚
を
買
う
に
も
「
一
家
の
争
ひ
が
あ
つ

た
」。「
戦
争
が
起
つ
て
み
ろ
、
戦
争
が
。
人
目
に
立
つ
や
う
な
も
の

を
、
ぴ
ら
ぴ
ら
着
て
歩
け
る
か
」
と
い
う
父
の
一
言
で
、
母
娘
が

「
ぴ
た
り
と
黙
る
」
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
戦
争
が
起
き
る
と
、

晴
着
が
着
ら
れ
な
く
な
る
よ
う
な
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。

（
１４
）『
川
端
康
成
全
集
』（
一
二
／
一
九
／
三
五
巻
本
）
に
お
い
て
、
す

べ
て
「
姉
」
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
初
出
、
初
刊
と
も
に

「
蟻
」
と
な
っ
て
お
り
、
文
脈
か
ら
も
こ
こ
は
「
蟻
」
の
方
が
適
切

で
あ
る
。
明
ら
か
に
全
集
の
誤
植
だ
ろ
う
。
本
稿
で
も
「
蟻
」
と
し

て
考
察
を
進
め
て
い
る
。
以
降
の
引
用
も
こ
れ
に
よ
り
「
蟻
」
と
し

た
。

（
１５
）
川
端
康
成
「
日
本
の
母
」（「
読
売
報
知
」
一
九
四
二
・
一
〇
・
三

〇
）

（
１６
）
川
端
康
成
「「
日
本
の
母
」
を
訪
ね
て
」（「
婦
人
画
報
」
一
九
四
二

・
一
二
）

（
１７
）
川
端
康
成
「
さ
と
」（「
写
真
週
報
」
一
九
四
四
・
一
〇
・
一
八
）

（
１８
）
森
晴
雄
「『
さ
と
』
│
据
っ
た
重
み
」（『
川
端
康
成
『
掌
の
小
説
』

論
「
貧
者
の
恋
人
」
そ
の
他
』
龍
書
房

二
〇
〇
〇
・
一
一
）

（
１９
）
川
端
康
成
「
小
切
」（「
文
芸
春
秋
」
第
二
二
巻
第
七
号

一
九
四

四
・
七
）

（
２０
）
大
坪
利
彦
は
前
掲
の
論
文
に
お
い
て
、「
十
七
歳
と
い
う
の
は
、
十

四
や
十
五
歳
と
差
異
の
体
系
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
」
お
り
、「
女

性
と
十
七
歳
と
の
観
念
連
合
が
代
替
し
が
た
い
意
味
を
生
み
出
し
て

い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
本
章
は
大
坪
の
指
摘
を
踏
ま
え
、「
掌

の
小
説
『
十
七
歳
』
が
十
六
あ
る
い
は
十
八
と
差
異
化
さ
れ
て
な
ぜ

十
七
な
の
か
と
い
う
素
朴
で
率
直
な
問
い
か
け
」
に
つ
い
て
さ
ら
に

追
究
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
２１
）
川
端
秀
子
『
川
端
康
成
と
と
も
に
』（
新
潮
社

一
九
八
三
・
四
）

（
２２
）
川
端
康
成
「
故
園
」（「
文
芸
」
一
九
四
三
・
五
〜
一
九
四
五
・
一
）

（
２３
）
伊
藤
初
代
（
別
名

千
代
、
一
九
〇
六
・
九
・
六
〜
一
九
五
一
・

二
・
二
七
）
川
端
康
成
の
元
婚
約
者
。
数
え
一
六
歳
の
時
に
大
学
二

年
生
（
二
三
歳
）
の
川
端
と
婚
約
し
、
そ
の
一
ヶ
月
後
に
突
然
婚
約

破
棄
を
告
げ
た
。
そ
の
失
恋
体
験
は
川
端
の
生
涯
の
転
機
と
な
り
、

様
々
な
作
品
に
深
い
影
響
を
与
え
た
。

（
２４
）
長
谷
川
泉
「
川
端
康
成
文
学
概
説
」（『
川
端
文
学
│
海
外
の
評
価

│
』
早
稲
田
大
学
出
版
部

一
九
六
九
・
四
）

（
２５
）
川
端
香
男
里
「
川
端
康
成
と
『
永
遠
の
少
女
』」（「
文
芸
春
秋
」
二

〇
一
四
・
八
）

（
２６
）
川
端
康
成
「
篝
火
」（「
新
小
説
」
一
九
二
四
・
三
）

（
２７
）
川
端
康
成
「
伊
豆
の
踊
子
」（「
文
芸
時
代
」
一
九
二
六
・
一
／
二
）

（
２８
）
川
端
康
成
「
非
常
」（「
文
芸
春
秋
」
一
九
二
四
・
一
二
）

（
２９
）
川
端
康
成
「
昭
和
十
九
年
六
月
十
五
日
日
記
」
に
、「
文
芸
春
秋
社

よ
り
、「
一
草
一
花
」
稿
料
三
百
六
〔
十
〕
十
円
速
達
に
て
着
く
。

内
税
金
四
十
三
円
三
十
〔
円
〕
銭
差
引
。
暫
く
ぶ
り
の
稿
料
ら
し
き

も
の
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
十
七
歳
」
の
執
筆
時
期
は
一
九
四
四

川
端
康
成
「
十
七
歳
」
論

四
一



（
昭
和
一
九
）
年
六
月
一
五
日
直
前
だ
と
い
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

（
３０
）
川
端
康
成
「
昭
和
十
九
年
・
昭
和
二
十
年

自
由
日
記
」（『
川
端

康
成
全
集
』
補
巻
一

新
潮
社

一
九
八
四
・
四
）

※
本
文
引
用
は
全
て
『
川
端
康
成
全
集
』（
全
三
五
巻
）
第
一
巻
（
新
潮
社

一
九
八
一
・
一
〇
）
に
よ
る
。
ま
た
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

（
り
ゅ
う
・
ぶ
ん
え
ん

青
島
科
技
大
学
講
師
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

四
二


