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は
じ
め
に

梅
崎
春
生
の
「
虹
」
は
、
一
九
四
七
年
九
月
に
雑
誌
「
新
文
芸
」
に
て
発
表
さ
れ

た
。
本
作
は
、
終
戦
直
後
の
日
本
を
舞
台
に
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
、
旧
知
の
間

柄
で
あ
る
「
先
生
」
と
と
も
に
一
人
の
女
性
と
出
会
う
場
面
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
女

性
は
後
に
「
私
」
と
「
先
生
」
に
再
会
し
、
そ
こ
で
自
ら
が
〈
パ
ン
パ
ン
〉①

で
あ
る

こ
と
を
二
人
に
告
げ
る
。
そ
し
て
彼
女
の
発
言
の
後
、「
先
生
」
は
彼
女
に
「
花
子
」

と
い
う
名
前
を
付
け
、以
降
三
者
の
交
流
が
始
ま
る
。「
花
子
」
は
生
活
苦
の
た
め
に

〈
パ
ン
パ
ン
〉
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
自
認
し
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を

自
称
し
な
が
ら
、時
に
自
身
は
ま
だ
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
は
な
い
と
し
て
〈
パ
ン
パ
ン
〉

で
あ
る
こ
と
の
否
定
を
「
私
」
に
示
し
て
い
く
。
ま
た
「
花
子
」
と
の
交
流
と
並
行

し
て
、「
私
」
は
そ
れ
ま
で
信
頼
を
寄
せ
て
き
た
「
先
生
」
の
他
者
に
対
す
る
「
善

意
」
に
不
信
感
を
覚
え
て
い
く
。
そ
し
て
最
終
的
に
「
花
子
」
は
「
先
生
」
に
買
売

春
を
要
求
す
る
が
、
そ
の
要
求
は
「
先
生
」
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
る
。
拒
絶
さ
れ
茫

然
と
な
っ
た
「
花
子
」
を
「
私
」
が
追
い
か
け
て
い
く

―
こ
れ
が
「
虹
」
の
概
要

で
あ
る
。

作
品
発
表
時
に
お
い
て
、
本
作
は
概
ね
好
評
価
で
以
て
受
け
入
れ
ら
れ
た②
。
一
例

と
し
て
、
臼
井
吉
見
は
、
梅
崎
春
生
の
同
時
期
の
作
品
で
あ
る
「
あ
る
顛
末
」③
「
贋
の

季
節
」④

と
比
し
て
、本
作
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
し
か
し
、「
私
」
が
「
花
子
」

を
追
う
結
末
に
つ
い
て
は
、
過
度
の
意
義
付
け
が
為
さ
れ
て
い
る
と
し
「
残
念
」
と

述
べ
て
い
る⑤
。

ま
た
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、二
つ
の
傾
向
が
あ
る
。
一
つ
は
神
西
清⑥
を
は
じ
め
、

同
時
期
の
梅
崎
の
思
想
を
反
映
し
た
小
説
と
し
て
「
虹
」
を
捉
え
る
傾
向
で
あ
る
。

一
例
と
し
て
、
藤
原
耕
作
「
梅
崎
春
生
文
学
に
お
け
る
〈
倫
理
〉
―
「
虹
」
を
視
座

と
し
て
」⑦

は
、「
虹
」
を
同
時
期
の
梅
崎
の
エ
ッ
セ
イ
に
見
ら
れ
る
「
新
し
い
倫
理
」⑧

を
め
ぐ
る
思
考
が
深
化
さ
れ
、「
形
象
化
す
る
こ
と
の
で
き
た
作
品
」
と
し
た
う
え
で

「
虹
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
傾
向
は
、
中
井
正
義
「
女
性
へ
の
視

点
」⑨

等
、
梅
崎
文
学
に
お
け
る
女
性
像
に
対
す
る
考
察
の
一
材
料
と
し
て
、「
虹
」
を

扱
う
論
考
が
挙
げ
ら
れ
る
。
光
石
亜
由
美
「
梅
崎
春
生
の
文
学
に
お
け
る
〈
女
〉
―

〈
風
俗
と
し
て
の
女
性
〉
を
め
ぐ
っ
て
」⑩

は
、
梅
崎
文
学
を
概
覧
し
つ
つ
、
梅
崎
の
女

性
に
対
す
る
認
識
や
梅
崎
文
学
に
お
け
る
女
性
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
、
エ
ッ
セ
イ

や
文
学
作
品
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
田
村
泰
次
郎
を
は
じ
め
他
の
戦
後
派
男
性
作
家

と
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
う
え
で
、「
虹
」
に
つ
い
て
、「「
花
子
」
と
い
う

女
性
を
通
し
て
、
売
買
春
の
問
題
の
一
端
に
触
れ
て
い
る
」
と
し
た
う
え
で
「「
善

意
」
や
、
安
直
な
同
情
や
、
惑
溺
の
先
に
「
本
当
の
幸
福
」
は
な
い
、
と
い
う
一
点

を
見
つ
め
て
い
る
」
点
に
「
梅
崎
春
生
の
女
性
を
見
つ
め
る
視
線
の
特
徴
」
が
あ
る

と
結
論
付
け
た
。

こ
の
よ
う
に
、「
虹
」
は
梅
崎
文
学
の
枠
組
み
の
な
か
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
流
れ
が

【
ク
ィ
ア
理
論
と
日
本
文
学
―
世
界
文
学
と
の
接
点
を
求
め
て
】

梅
崎
春
生
「
虹
」
論

―
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
揺
ら
ぎ
を
め
ぐ
っ
て
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あ
る
。
し
か
し
、
梅
崎
春
生
と
い
う
一
人
の
作
家
の
思
想
を
反
映
し
た
作
品
と
し
て

本
作
を
解
釈
す
る
こ
と
は
、果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。「
虹
」
が
単
行
本
『
飢
ゑ

の
季
節
』⑪

に
収
録
さ
れ
た
さ
い
に
、
短
文
で
は
あ
る
も
の
の
梅
崎
は
次
の
よ
う
に
言

及
し
て
い
る
。

　
「
虹
」
は
書
き
終
へ
て
目
を
つ
む
つ
て
出
し
た
や
う
な
作
品
で
、読
み
か
へ
す

の
も
こ
は
い
。
自
分
の
作
品
は
ど
れ
も
読
み
か
へ
す
の
は
恐
い
が
、
こ
れ
は
か

く
べ
つ
に
恐
い
。
危
険
な
い
や
な
所
で
書
い
た
せ
ゐ
だ
ら
う
と
思
ふ
。

こ
の
短
い
文
章
に
お
け
る
、「
目
を
つ
む
つ
て
出
し
た
や
う
な
作
品
」、「
危
険
な
い

や
な
所
で
書
い
た
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
梅
崎
が
自
ら
の
主
義
・
思
想
を
明
確
に
定

義
し
、
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
不
安
定
な
状
況
下
に
お
い
て
本
作
が
執
筆
さ
れ
た
経

緯
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
か
く
べ
つ
に
恐
い
」
と
い
う
言
か
ら
は
、

本
作
を
執
筆
し
た
梅
崎
春
生
と
い
う
作
家
主
体
に
、
作
家
の
そ
れ
ま
で
の
主
義
・
思

想
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
る
危
険
性
を
、「
虹
」
が
含
ん
で
い
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

本
論
で
は
こ
の
梅
崎
の
言
葉
を
契
機
と
し
て
、
揺
ら
ぎ
を
引
き
起
こ
す
要
因
を
考
察

し
て
み
た
い
。

ま
た
、
同
時
代
評
、
そ
し
て
先
行
研
究
に
お
い
て
、
本
作
は
「
私
」
に
よ
る
「
先

生
」
の
他
者
に
対
す
る
「
善
意
」
の
不
信
か
ら
坂
口
安
吾
「
堕
落
論
」⑫

と
の
類
似
点

を
見
出
さ
れ
て
き
た
。
先
述
し
た
藤
原
論⑬
は
、「
梅
崎
文
学
に
お
け
る
〈
倫
理
〉
の
問

題
は
、「
堕
落
論
」
に
お
け
る
そ
れ
と
、
き
わ
め
て
本
質
的
な
と
こ
ろ
で
交
差
し
て
い

る
」
と
し
、「「
堕
落
論
」
的
な
も
の
が
小
説
の
形
を
と
る
と
す
れ
ば
た
と
え
ば
こ
う

だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
、く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
」
と
、

坂
口
安
吾
「
堕
落
論
」
に
、
梅
崎
春
生
の
思
想
と
の
共
通
性
を
見
出
し
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
梅
崎
の
思
想
が
、
ど
こ
ま
で
「
虹
」
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
に
つ

い
て
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
の
が
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
自
称
す
る

「
花
子
」
の
発
言
で
あ
る
。

「
私
は
堕
落
し
た
く
な
い
。
ほ
ん
と
に
パ
ン
パ
ン
に
な
り
た
く
な
い
。
ど
う
し
た

ら
い
い
の
か
し
ら
。
ね
え
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
、
教
へ
て
。
お
願
ひ
」

（
二
三
・
二
四
頁
）

　
「
私
は
堕
落
し
た
く
な
い
。」
と
い
う
直
接
的
な
発
言
を
「
花
子
」
が
行
っ
て
い
る

以
上
、「
虹
」
と
「
堕
落
論
」
と
の
距
離
を
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ

う
。そ

こ
で
本
論
で
は
、「
堕
落
論
」
へ
の
嫌
悪
が
と
り
わ
け
顕
著
な
、〈
パ
ン
パ
ン
〉

を
自
称
す
る
「
花
子
」
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
。〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
め
ぐ
っ
て
、「
堕

落
論
」
を
主
張
し
た
安
吾
、
そ
し
て
安
吾
と
同
様
に
肉
体
文
学
の
代
表
作
家
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
田
村
泰
次
郎
は
〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
い
う
存
在
は
放
縦
な
性
意
識
を

持
つ
と
し
、
既
存
の
性
道
徳
、
ひ
い
て
は
戦
前
の
道
徳
意
識
を
破
壊
す
る
存
在
と
し

て
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
た
。
し
か
し
、
本
作
で
は
、
彼
ら
の
主
張
の
根
拠
と
な

る
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
自
称
す
る
「
花
子
」
が
〈
堕
落
〉
を
否
定
す
る
発
言
を
行
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。「
花
子
」
の
発
言
を
「
堕
落
論
」
が
否
定
す
る
よ
う
な
旧
道
徳
へ
の

固
執
と
し
て
の
み
解
す
の
で
は
な
く
、
当
時
の
肉
体
文
学
を
相
対
化
す
る
可
能
性
を

含
み
得
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
、「
花
子
」
は
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を

自
称
し
つ
つ
、
作
中
に
お
い
て
買
売
春
を
一
度
と
し
て
行
っ
て
い
な
い
。
買
売
春
行

為
が
成
立
し
得
な
い
、
と
い
う
本
作
の
結
末
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
検
討
し
、
当
時

流
布
し
て
い
た
〈
パ
ン
パ
ン
〉
肯
定
論
、
ひ
い
て
は
肉
体
文
学
の
流
行
に
象
徴
さ
れ

る
〈
性
の
解
放
〉
言
説
の
問
題
点
を
抽
出
す
る
。〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
自
称
し
つ
つ
買
売

春
が
成
立
し
得
な
か
っ
た
「
花
子
」
と
い
う
存
在
が
描
か
れ
る
こ
と
の
意
義
と
は
何

か
。
ま
た
、「
花
子
」
の
姿
を
通
し
て
、
作
中
の
登
場
人
物
達
の
思
想
・
信
条
に
い
か

な
る
変
化
が
も
た
さ
れ
て
い
く
の
か
、
考
察
し
て
い
く
。
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一
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て

本
章
で
は
、「
花
子
」
が
〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
し
て
い
か
に
造
型
さ
れ
て
い
る
の
か
、

同
時
代
の
〈
パ
ン
パ
ン
〉
に
関
す
る
資
料
を
参
照
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。

「
花
子
」
を
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
こ
と
を
軸
に
そ
の
人
物
像
を
分
析
す
る
に
さ
い

し
、
そ
の
特
徴
と
し
て
真
っ
先
に
挙
げ
る
べ
き
は
、「
も
う
食
へ
な
い
か
ら
パ
ン
パ
ン

に
な
る
の
よ
。」
と
い
う
、生
活
苦
の
た
め
に
〈
パ
ン
パ
ン
〉
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

と
訴
え
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
〈
パ
ン
パ
ン
〉
の
姿
は
、当
時
の
統
計⑭
や
証

言
か
ら
確
認
で
き
、か
つ
世
間
一
般
の
認
識
と
し
て
流
通
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
状
況
の
な
か
、
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
男
性
作
家
達
は
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
一
例
と
し
て
、
肉
体
文
学
の
代
表
作
家
同
士
で
あ
る

坂
口
安
吾
・
池
田
み
ち
子
対
談
「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
文
学
」⑮

に
お
け
る
「
明
る
い
パ

ン
パ
ン
ガ
ー
ル
」
の
項
を
参
照
す
る
。

　

坂
口　

た
と
え
ば
、
未
亡
人
な
ん
か
ず
い
ぶ
ん
つ
か
ま
る
で
し
ょ
う
。
つ
か

ま
っ
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
新
聞
が
、
子
供
の
靴
の
た
め
に
貞
操
を
売
っ
た
と

か
、
妹
の
着
物
の
た
め
に
パ
ン
パ
ン
し
た
と
か
、
そ
ん
な
ば
か
な
こ
と
を
本
気

に
し
て
書
く
か
ら
い
け
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
ん
で
す
よ
。
自
分
が
な
り
た
い

か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
自
主
的
な
考
え
を
確
立
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
。
美
名
を
つ
け
る
か
ら
い
け
な
い
。（
中
略
）

　

池
田　
（
中
略
）
つ
ま
り
パ
ン
パ
ン
に
し
て
も
、
そ
れ
と
お
な
じ
程
度
の
生
活

が
他
の
手
段
に
よ
っ
て
で
き
る
な
ら
、
好
ん
で
あ
あ
い
う
生
活
に
入
ら
な
か
っ

た
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
す
よ
。

　

坂
口　

そ
れ
は
そ
う
さ
。
そ
れ
は
パ
ン
パ
ン
と
お
な
じ
生
活
な
ん
て
な
い
か

ら
さ
。
か
ら
だ
を
売
っ
た
だ
け
で
、
あ
と
の
時
間
は
ぜ
ん
ぜ
ん
自
由
で
、
し
か

も
そ
う
と
う
な
金
に
あ
る
。
そ
ん
な
生
活
は
ほ
か
に
あ
り
は
し
な
い
。

安
吾
は
こ
の
対
談
に
お
い
て
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性
達
は
「
自
分
が
な
り
た
い
か
ら

な
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
こ
に
彼
女
達
の
「
自
主
」
性
を
見
出
し
て
い
く
。
さ
ら

に
同
時
期
に
お
い
て
、「
肉
体
の
門
」⑯

を
は
じ
め
〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性
達
を
多
く
描
き

肉
体
文
学
の
代
表
作
家
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
た
田
村
泰
次
郎
も
ま
た
、
安
吾
に
近

し
い
〈
パ
ン
パ
ン
〉
肯
定
論
を
主
張
し
て
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
安
吾
や
田
村
が
主
張
し
て
い
た
〈
パ
ン
パ
ン
〉
像
は
、
当
事
者

で
あ
る
〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性
達
に
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
。
こ
こ
で
、

田
村
泰
次
郎
「
肉
体
の
門
」
に
つ
い
て
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事

で
あ
る
「「
肉
体
の
門
」
に
抗
議
す
る　

ラ
ク
町
の
彼
女
た
ち
」⑰

よ
り
、
Ｋ
子
と
い
う

女
性
の
発
言
を
参
照
し
た
い
。

「（
中
略
）
あ
た
し
あ
の
小
説
（
論
者
注
：「
肉
体
の
門
」）
も
読
ん
だ
し
（
Ｋ
子
は
専

門
学
校
へ
も
行
つ
た
イ
ン
テ
リ
だ
）芝
居
も
見
た
わ
。
こ
れ
は
ラ
ク
町
の
闇
の
女
の

世
界
だ
な
ん
て
解
説
つ
き
で
や
る
ん
で
す
も
の
。
あ
た
し
口
惜
し
く
て
、
シ
ヤ

ク
に
さ
わ
つ
て
、
ど
な
り
こ
ん
で
お
と
し
ま
へ
で
も
と
つ
て
や
ら
う
か
と
思
つ

た
ん
で
す
け
ど
（
中
略
）
肉
体
、肉
体
ツ
て
何
さ
。
あ
た
し
た
ち
だ
つ
て
人
間
だ

わ
。
そ
ん
な
に
肉
体
ば
か
り
で
生
き
て
ゐ
る
動
物
ぢ
や
な
い
わ
。
た
と
え
闇
の

女
だ
つ
て
、
肉
体
の
ほ
か
に
、
も
つ
と
尊
い
精
神
だ
つ
て
も
つ
て
る
積
り
よ
。

あ
の
小
説
を
書
い
た
田
村
つ
て
小
説
家
、と
つ
て
も
肉
体
が
好
き
な
ん
で
せ
う
。

あ
た
し
た
ち
を
ほ
ん
と
に
人
間
扱
ひ
に
し
て
く
れ
る
ん
な
ら
、
も
つ
と
ほ
か
に

書
き
や
う
も
あ
る
で
せ
う
。
小
説
だ
つ
て
、
芝
居
だ
つ
て
、
ち
つ
と
も
あ
た
し

た
ち
が
カ
ン
メ
イ
す
る
や
う
な
も
の
が
あ
り
や
し
な
い
。
大
イ
ン
チ
キ
の
コ
ケ

オ
ド
し
だ
わ
」

安
吾
の
発
言
の
よ
う
に
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
に
な
る
動
機
と
し
て
、
女
性
達
が
自
身
の

主
体
性
を
確
立
す
る
手
段
と
し
て
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
選
択
し
た
と
見
做
す
よ
う
な
、
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彼
女
達
を
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
動
き
が
安
吾
、
そ
し
て
田
村
を
中
心
に
当
時

の
文
壇
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
安
吾
、
田
村
の
〈
パ

ン
パ
ン
〉
を
め
ぐ
る
解
釈
は
、当
事
者
で
あ
る
〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性
達
の
視
点
に
立
っ

た
と
き
、
現
実
と
の
違
和
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
安
吾
や
田
村
の

認
識
に
基
づ
く
〈
パ
ン
パ
ン
〉
像
の
造
型
は
、
生
活
苦
ゆ
え
に
買
売
春
を
選
択
し
た

〈
パ
ン
パ
ン
〉女
性
達
が
抱
い
て
い
た
葛
藤
を
捨
象
し
て
し
ま
う
可
能
性
を
含
ん
で
い

た
。一

例
と
し
て
、峯
雪
栄
「
早
春
」⑱

を
参
照
し
て
み
た
い
。
作
中
、女
性
で
あ
る
「
私
」

と
の
会
話
に
お
い
て
、
そ
の
義
兄
が
「
パ
ン
パ
ン
に
し
て
も
ダ
ン
サ
ー
に
し
て
も
奴

等
は
け
つ
か
う
楽
し
い
ん
だ
よ
、（
中
略
）
あ
ゝ
し
た
女
に
同
情
し
た
り
顰
蹙
し
た
り

す
る
の
は
小
児
病
患
者
の
す
る
こ
と
だ
」
と
発
言
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
く

わ
え
て
、「
私
」
が
ダ
ン
サ
ー
や
〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性
達
に
つ
い
て
持
論
を
述
べ
る
さ

い
に
、「
義
兄
は
畳
を
叩
い
て
お
前
は
危
険
思
想
の
持
主
だ
と
云
つ
て
憤
つ
た
。」
と

い
う
描
写
が
記
さ
れ
て
い
る
。〈
パ
ン
パ
ン
〉の
多
様
な
在
り
方
に
想
像
を
巡
ら
せ
る

こ
と
、
そ
れ
自
体
が
「
危
険
思
想
の
持
主
」
で
あ
る
と
し
て
難
じ
ら
れ
、〈
パ
ン
パ

ン
〉
を
め
ぐ
る
理
解
が
単
一
的
な
も
の
へ
と
収
束
さ
れ
る
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
、

当
時
の
文
学
作
品
か
ら
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
国
立
世
論
調
査
所
お
よ
び
労
働
省
婦
人
少
年
局
が
一
九
五
三
年
三
月

一
四
日
か
ら
三
〇
日
に
行
っ
た
調
査⑲
で
は
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
な
っ
た
動
機
に
つ
い

て
、「
社
会
的
原
因
」
に
あ
る
と
す
る
意
見
が
64
％
を
占
め
最
も
多
い
も
の
の
、「
ど

う
い
う
事
情
が
あ
る
に
せ
よ
あ
あ
い
う
こ
と
を
す
る
の
は
、
と
も
か
く
悪
い
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
78
％
の
人
々
が
「
罪
悪
で
あ
る
」
と
回

答
し
て
い
る
。〈
パ
ン
パ
ン
〉
へ
の
眼
差
し
は
、そ
の
動
機
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
看
取
で
き
る
。

こ
う
し
た
〈
パ
ン
パ
ン
〉
に
対
す
る
厳
し
い
眼
差
し
は
、
男
性
だ
け
で
な
く
女
性

達
も
ま
た
向
け
て
い
た⑳
。
そ
う
し
た
女
性
達
の
眼
差
し
は
、「
虹
」
に
お
い
て
も
描
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
は
誰
か
。
他
な
ら
ぬ
「
花
子
」
で
あ
る
。
彼
女
は
「
先
生
」
と
の

会
話
の
な
か
で
自
ら
が
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
と
伝
え
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
に
つ

い
て
、「
先
生
」
と
「
私
」
を
「
良
い
人
た
ち
」
だ
と
感
じ
、「
わ
た
し
み
た
い
な
女
」

が
「
側
に
す
わ
る
」
こ
と
に
「
悪
い
や
う
な
気
」
が
し
た
た
め
で
あ
っ
た
と
「
花
子
」

自
ら
が
後
述
す
る
。
こ
こ
で
垣
間
見
え
る
の
は
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
り
得
る
と
い
う

自
ら
の
立
場
に
負
い
目
を
感
じ
る
罪
悪
感
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。彼
女
は
世
間
の〈
パ

ン
パ
ン
〉
へ
の
眼
差
し
を
自
ら
内
面
化
し
た
う
え
で
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
こ
と
を

自
称
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
眼
差
し
を
内
面
化
し
な
が
ら
、「
花
子
」
は
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
こ
と

の
肯
定
や
否
定
を
繰
り
返
し
、
迷
い
を
見
せ
な
が
ら
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
自
称
す
る
。

こ
こ
で
提
起
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
「
花
子
」
の
自
己
決
定
を
安
吾
が
主
張
す

る
よ
う
な
「
自
主
」
性
と
し
て
ま
と
め
、
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
、
と
い
う

問
い
で
あ
る
。「
花
子
」
自
身
が
自
ら
を
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
と
自
称
し
て
い
く
行

為
―
換
言
す
れ
ば
、
自
分
を
何
者
か
で
あ
る
と
名
づ
け
る
行
為
―
は
、
暴
力
性
を
含

み
得
る
。
こ
こ
で
、
自
ら
が
自
ら
を
名
づ
け
る
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
岡
真
理
『
彼
女
の

「
正
し
い
」
名
前
と
は
何
か　

第
三
世
界
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
』㉑

を
契
機
に
考
え
て

み
た
い
。

彼
女
は
誰
な
の
か
。
彼
女
の
「
正
し
い
」
名
前
と
は
何
な
の
か
。
も
し
彼
女
に

訊
ね
て
、
そ
し
て
、
彼
女
が
自
分
は
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
者
だ
と
答
え
た
と

し
た
ら
、
た
と
え
ば
主
婦
で
あ
る
と
か
、
パ
レ
ス
チ
ナ
人
女
性
で
あ
る
と
か
、

あ
る
い
は
誰
そ
れ
の
母
で
あ
る
と
か
答
え
た
な
ら
、そ
れ
が
彼
女
の
「
正
し
い
」

名
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）
パ
レ
ス
チ
ナ
人
が
自
分
た
ち

を
パ
レ
ス
チ
ナ
人
と
名
づ
け
る
の
は
暴
力
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ

れ
も
ま
た
暴
力
な
の
だ
。
人
を
何
者
か
と
し
て
名
づ
け
る
こ
と
、
た
と
え
名
づ

け
る
の
が
彼
女
自
身
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
暴
力
で
あ
る
の
だ
。
彼
女
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の
表
象
と
彼
女
自
身
と
の
あ
い
だ
に
は
、
つ
ね
に
す
で
に
、
ズ
レ
が
あ
る
。

こ
こ
で
岡
真
理
が
想
定
す
る
パ
レ
ス
チ
ナ
人
女
性
を
め
ぐ
る
状
況
と
、「
花
子
」
を

め
ぐ
る
状
況
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
自
身
が
自
身

を
何
者
で
あ
る
と
名
づ
け
る
と
い
う
行
為
に
は
暴
力
が
伴
い
、そ
し
て
そ
こ
に
は「
ズ

レ
」
が
生
じ
得
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
花
子
」
―
こ
の
「
花
子
」
と
い
う
名
前
す
ら
も

「
先
生
」
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
―
は
〈
パ
ン
パ

ン
〉
で
あ
る
こ
と
の
肯
定
と
否
定
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、「
花
子
」
自
身
で
あ
る
こ
と

と
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
こ
と
の
ズ
レ
を
、「
虹
」
に
立
ち
現
わ
せ
て
い
く
の
で
あ

る
。「

花
子
」
が
〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
な
る
動
機
を
同
時
代
状
況
と
照
合
し
た
と
き
、〈
パ

ン
パ
ン
〉
が
他
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
そ
の
動
機
が
理
由
付
け
ら
れ
、
社
会
的
に
意

味
付
け
ら
れ
て
い
く
過
程
が
浮
き
彫
り
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
他
者
に
よ
る
意

味
付
け
が
、時
と
し
て
〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
い
う
存
在
が
否
定
さ
れ
る
―
付
言
す
れ
ば
、

こ
の
否
定
の
感
情
は
「
虹
」
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
の
で
あ
れ
ば
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性

達
自
ら
が
内
面
化
す
る
場
合
も
あ
り
得
た
―
対
象
へ
と
追
い
や
る
認
識
を
生
み
出
す

の
で
あ
る
。

「
花
子
」
は
自
身
が
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
こ
と
の
肯
定
と
否
定
を
繰
り
返
し
な
が

ら
、
作
中
に
お
い
て
、
買
売
春
は
一
度
も
成
立
し
て
い
な
い
。
自
ら
を
〈
パ
ン
パ
ン
〉

で
あ
る
と
自
称
し
な
が
ら
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
買
売
春
を
行
っ

て
い
な
い
「
花
子
」
を
〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
で

あ
ろ
う
か
。「
虹
」
は
、「
花
子
」
の
自
己
規
定
の
過
程
を
通
じ
て
〈
パ
ン
パ
ン
〉
と

は
何
者
で
あ
る
か
、
と
い
う
定
義
の
困
難
さ
を
示
す㉒
。
そ
れ
と
同
時
に
、「
花
子
」
を

同
時
代
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
か
、
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、〈
パ
ン

パ
ン
〉
を
恣
意
的
に
意
味
付
け
よ
う
と
す
る
同
時
代
の
思
惑
が
顕
在
化
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

二
、  「
花
子
」
の
身
体
変
化

―
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
取
り
巻
く
言
説
と
の
比
較
か
ら

な
お
、「
花
子
」
の
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
こ
と
の
揺
ら
ぎ
は
、
彼
女
の
発
言
に

よ
っ
て
の
み
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
花
子
」
が
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
こ
と
の

揺
ら
ぎ
は
、「
花
子
」
の
行
動
や
立
ち
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
も
ま
た
「
虹
」
に
お
い
て

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
花
子
」
の
身
体
に
現
れ
る
変
化
と
し
て
も
っ
と
も
顕
著
な
の
は
、唇
の
変
化
で
あ

る
。
作
中
に
お
い
て
、「
花
子
」
の
口
紅
が
次
第
に
濃
く
な
っ
て
い
く
様
子
が
「
私
」

の
視
点
か
ら
描
写
さ
れ
て
お
り
、「
花
子
」
の
変
化
が
、
口
紅
の
濃
さ
が
増
す
こ
と
に

よ
っ
て
描
出
さ
れ
て
い
く
。
同
時
代
に
お
い
て
、
真
っ
赤
な
口
紅
は
〈
パ
ン
パ
ン
〉

女
性
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
し
て
広
く
浸
透
し
て
い
た㉓
。「
花
子
」の
口
紅
の
濃
度
の

変
化
は
、「
花
子
」
が
一
般
に
流
布
し
て
い
た
〈
パ
ン
パ
ン
〉
言
説
を
取
り
込
み
、
身

体
化
す
る
過
程
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
れ
を
根
拠
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
物
語
結
末
に
近
い
箇
所
に
お
い
て
、「
花
子
」

は
突
如
と
し
て
「
急
に
荒
ん
だ
ぞ
ん
ざ
い
な
調
子
」
で
振
る
舞
う
よ
う
に
な
り
、
身

振
り
を
そ
れ
ま
で
と
一
変
さ
せ
て
い
く
。「
花
子
」
は
「
先
生
」
か
ら
貰
っ
た
お
金
に

対
し
、「
こ
れ
は
い
た
だ
け
な
い
の
よ
」「
あ
た
し
は
ね
え
、
一
緒
に
寝
た
人
か
ら
は

お
金
は
貰
ふ
け
れ
ど
、
何
も
し
な
い
の
に
お
情
は
頂
か
な
い
わ
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
場
面
に
お
い
て
、「
花
子
」
は
そ
れ
ま
で
の
貞
操
観
念
を
捨
て
、
自
ら
の
身
体
を

性
行
為
を
介
し
金
銭
を
得
る
た
め
の
資
本
と
し
て
の
み
見
做
す
考
え
方
を
獲
得
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
う
し
た
「
花
子
」
の
考
え
は
、「
虹
」
発
表
同
時

期
の
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
描
い
た
作
品
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
各

務
千
代
『
悲
し
き
抵
抗　

闇
の
女
の
手
記
』㉔

に
お
い
て
、「
気
を
鎮
め
て
全
然
機
械
的

に
肉
体
の
取
引
を
し
な
け
れ
ば
資も

と
で本

を
す
り
切
つ
て
仕
舞
う
お
そ
れ
が
あ
る
。」
と

〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性
が
語
る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
で
見
ら
れ
る
思
考
は
、「
花
子
」
の
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身
体
に
関
わ
る
思
考
様
式
と
非
常
に
似
通
っ
た
も
の
で
あ
り
、
物
語
結
末
に
見
ら
れ

る
「
花
子
」
の
身
体
を
め
ぐ
る
態
度
の
急
変
は
、
性
行
為
を
金
銭
を
得
る
手
段
と
し

て
の
み
見
做
す
、
自
ら
の
身
体
を
金
銭
を
得
る
た
め
の
資
本
と
認
識
し
た
と
さ
れ
る

当
時
の
〈
パ
ン
パ
ン
〉
像
を
踏
襲
し
た
も
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
花
子
」
の
試
み
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
物
語
の
結

末
近
く
に
お
い
て
、「
花
子
」
は
「
先
生
」
に
買
売
春
を
要
求
し
助
け
を
求
め
る
も
の

の
、「
先
生
」
は
「
花
子
」
の
要
求
を
拒
否
す
る
。
こ
の
「
先
生
」
の
拒
絶
に
対
す
る

「
花
子
」
の
反
応
が
、「
私
」
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

暫
く
し
て
花
子
の
顔
に
、
冷
た
い
あ
の
謎
の
や
う
な
微
笑
が
泡
に
似
て
浮
び
上

つ
て
来
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
自
分
の
意
志
に
反
し
て
、
強
ひ
ら
れ
て

嬌
羞
に
赴
む
く
瞬
間
の
女
の
哀
し
い
顔
で
あ
っ
た
。（
四
七
・
四
八
頁
）

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
花
子
」
は
流
布
す
る
〈
パ
ン
パ
ン
〉
像
を
踏
襲
す
る
こ
と

で
自
ら
の
身
体
や
そ
れ
を
め
ぐ
る
認
識
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
先

の
場
面
に
お
い
て
、「
自
分
の
意
志
に
反
し
て
、
強
ひ
ら
れ
て
嬌
羞
に
赴
む
く
瞬
間
の

女
の
哀
し
い
顔
」
と
い
う
「
私
」
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
も
感
知
さ
れ
る
「
花
子
」

の
姿
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、
安
吾
や
田
村
を
代
表
格
と
し
た
肉
体
文
学
が
提
示

し
た
よ
う
な
、〈
性
の
解
放
〉
を
主
張
し
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
い
う
在
り
様
を
肯
定
す

る
よ
う
な
言
説
と
「
花
子
」
自
身
と
に
ズ
レ
が
生
じ
、
そ
れ
が
葛
藤
や
迷
い
か
ら
派

生
し
「
嬌
羞
」
と
し
て
立
ち
現
れ
る
一
人
の
女
性
の
姿
で
あ
る
。

こ
こ
で
提
起
し
た
い
の
は
、
こ
の
葛
藤
や
迷
い
を
示
し
な
が
ら
立
ち
現
れ
る
「
花

子
」
の
姿
を
、
別
の
視
点
か
ら
意
味
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
同
時
代
に
お
い
て
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
呼
ば
れ
た
女
性
達
は
そ
の
〈
パ
ン
パ
ン
〉

像
が
肯
定
的
に
せ
よ
否
定
的
に
せ
よ
他
者
に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
固
定
化
さ
れ
る
流
れ

に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
同
時
代
の
状
況
を
想
起
さ
せ
る
行
為
と
し
て
、「
先
生
」
と
い

う
他
者
に
よ
る
「
花
子
」
と
い
う
名
づ
け
の
意
味
を
こ
こ
で
一
度
検
討
し
て
み
た
い
。

「
先
生
」
は
「
花
子
」
が
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
自
称
し
た
こ
と
を
受
け
、彼
女
の
声
を

遮
る
よ
う
に
彼
女
を
「
花
子
」
と
名
づ
け
る
。
こ
の
「
花
子
」
と
い
う
名
前
の
由
来

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
作
中
に
お
い
て
、「
先
生
」
と
「
奥
さ
ん
」
の
共
通
の
知
人
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
花
子
」
と
い
う
名
前

の
由
来
は
「
花
子
」
自
身
も
知
る
こ
と
と
な
り
、「
花
子
」
は
自
身
が
他
者
の
名
を
冠

せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
自
身
が
捨
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
に
至
る

の
で
あ
る
。
こ
の
「
先
生
」
と
い
う
他
者
に
よ
る
「
花
子
」
の
名
づ
け
が
「
花
子
」

に
と
っ
て
暴
力
的
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
が
ら
、
こ
の
他
者
に
よ
る
名
づ
け
の
意

味
を
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
触
発
す
る
言
語　

言
語
・
権
力
・
行
為
体
』㉕

よ

り
考
え
て
み
た
い
。

結
局
、
他
人
か
ら
名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
自
体
が
ト
ラ
ウ
マ
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
わ
た
し
の
意
図
の
ま
え
に
存
在
す
る
行
為
で
あ
り
、
わ
た
し
を
言
語

世
界
に
導
き
入
れ
る
行
為
で
あ
り
、
そ
こ
で
わ
た
し
は
行エ

イ
ジ
ェ
ン
シ
ー

為
性
を
少
し
で
も
は

た
ら
か
せ
る
存
在
に
な
り
は
じ
め
る
。
す
べ
て
の
基
礎
に
あ
る
服
従

―
だ
が

行
為
体
の
場
面
で
も
あ
る
も
の

―
は
、
社
会
生
活
に
お
い
て
常
時
な
さ
れ
て

い
る
呼
び
か
け
の
な
か
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
わ
た
し
が
こ
れ
ま
で

呼
び
か
け
ら
れ
て
き
た
事
柄
で
あ
る
。
何
か
の
名
称
で
呼
ば
れ
て
き
た
が
ゆ
え

に
わ
た
し
は
言
語
生
活
の
な
か
に
参
入
し
て
い
る
の
で
あ
り
、〈
他
者
〉
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
た
言
語
を
と
お
し
て
、
わ
た
し
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
語
る
の
で

あ
る
。

バ
ト
ラ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
他
者
か
ら
名
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
行
為
は
「
ト

ラ
ウ
マ
的
な
も
の
」
で
あ
り
暴
力
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
、

そ
う
し
た
他
者
か
ら
の
名
づ
け
は
十
全
で
は
な
い
に
せ
よ
自
分
自
身
に
つ
い
て
語
り
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得
る
言
葉
の
獲
得
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
自
身
を
名
づ
け
た
他
者
達
に
よ

る
「
言
語
生
活
」
へ
の
「
参
入
」
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。「
虹
」
に
お
け
る
「
花

子
」
も
ま
た
、
こ
う
し
た
状
況
に
あ
る
も
の
と
し
て
作
品
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

そ
こ
で
次
章
以
降
、「
花
子
」
と
名
づ
け
た
「
先
生
」、
そ
し
て
「
花
子
」
と
い
う

名
前
で
彼
女
を
呼
ぶ
「
私
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
本
作
は
〈
パ

ン
パ
ン
〉
と
さ
れ
る
「
花
子
」
と
と
も
に
、「
先
生
」
の
「
善
意
」
の
問
題
と
関
連
付

け
な
が
ら
、「
私
」
と
い
う
男
性
の
視
点
に
よ
っ
て
物
語
が
進
行
す
る
。〈
パ
ン
パ
ン
〉

言
説
の
狭
間
で
葛
藤
す
る
「
花
子
」
と
い
う
女
性
を
、「
善
意
」
の
問
題
を
介
在
さ
せ

な
が
ら
、
男
性
た
る
「
私
」
が
語
る
と
い
う
「
虹
」
の
構
造
の
意
義
を
検
討
し
て
い

き
た
い
。

三
、「
先
生
」
の
「
善
意
」、
そ
し
て
「
私
」
に
つ
い
て

「
先
生
」
は
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
に
翻
訳
の
仕
事
を
与
え
る
等
、
他
者
に
「
善

意
」
を
行
使
す
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
善
意
」
の
成
立
背
景

を
「
先
生
」
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「

―
ぼ
く
は
他
人
に
自
分
を
捨
て
て
も
親
切
に
し
よ
う
と
決
心
し
た
ん
だ
。善

意
だ
け
で
他
人
に
対
し
よ
う
と
思
つ
た
。
贖
罪
と
言
ふ
気
持
ぢ
や
な
い
。
た
だ

何
と
な
く
さ
う
言
ふ
気
持
に
な
つ
た
ん
だ
。
そ
れ
以
外
に
生
き
て
行
く
途
は
な

い
、そ
の
日
以
来
毎
日
僕
は
自
分
に
言
ひ
聞
か
せ
つ
づ
け
て
来
た
ん
だ
が
…
…
」

（
三
〇
頁
）

戦
中
の
空
襲
の
さ
い
に
、「
先
生
」
は
「
奥
さ
ん
」
を
見
捨
て
る
。
こ
の
時
に
、「
奥

さ
ん
」
は
顔
に
傷
を
負
い
、「
先
生
」
に
対
す
る
態
度
を
変
化
さ
せ
る
の
だ
が
、
こ
の

「
奥
さ
ん
」
の
変
化
に
よ
っ
て
「
先
生
」
は
「
善
意
だ
け
で
他
人
に
対
し
よ
う
」
と
考

え
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
先
生
」
の
認
識
に
お
い
て
他
者
に
対
す
る
「
善

意
」
の
成
立
は
「
奥
さ
ん
」
と
の
体
験
に
起
因
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。

こ
の
「
先
生
」
の
「
善
意
」
は
、
先
行
す
る
藤
原
論㉖
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
旧
来

の
モ
ラ
ル
」
の
象
徴
で
あ
る
。「
先
生
」
は
、他
者
に
「
善
意
」
を
行
使
す
る
方
法
と

し
て
、
自
身
の
感
情
や
意
見
を
殺
し
な
が
ら
他
者
に
与
え
、
尽
く
す
と
い
う
姿
勢
を

示
す
が
、
こ
の
「
先
生
」
の
他
者
に
対
す
る
「
善
意
」
の
在
り
様
は
、
敗
戦
ま
で
の

大
日
本
帝
国
に
お
い
て
推
奨
さ
れ
て
い
た
没
私
・
献
身
等
と
共
通
項
を
持
っ
て
い
る
。

一
例
と
し
て
、
一
八
九
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
に
、
明
治
天
皇
御
璽
の
も
と
発
布
さ
れ

た
「
教
育
に
関
す
る
勅
語
」
に
お
い
て
、「
臣
民
」
た
る
日
本
人
が
遵
守
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
道
義
の
一
つ
に
、「
恭
儉
己
レ
ヲ
持
シ
博
愛
衆
ニ
及
」
す
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
道
徳
教
育
の
場
で
使
用
さ
れ
た
修
身
科
目
の
教
科
書
で
あ
る
『
尋

常
小
学
修
身
書
巻
五
児
童
用
』㉗

の
「
第
二
十
七
課 

よ
い
日
本
人
」
の
項
目
に
お
い
て

も
、「
博
く
人
を
愛
し
誰
に
も
親
切
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
具
体
的
に
記
さ

れ
て
い
る
。
他
者
に
対
す
る
善
行
は
、
天
皇
の
「
臣
民
」
た
る
日
本
人
だ
か
ら
こ
そ

遵
守
す
べ
き
も
の
と
し
て
、忠
君
愛
国
の
実
践
と
し
て
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、

「
先
生
」
の
他
者
に
対
す
る
「
善
意
」
の
在
り
様
は
旧
道
徳
と
接
続
し
得
る
も
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、「
先
生
」
が
認
識
す
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
他
者
に
対
す
る

「
善
意
」
は
空
襲
の
さ
い
に
「
奥
さ
ん
」
を
見
捨
て
て
し
ま
っ
た
、と
い
う
自
ら
の
経

験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
。「
先
生
」
の
認
識
に
お
い
て
、旧
道
徳
の
影

響
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。「
先
生
」
は
自
身
の
経
験
を
解
釈
す
る
さ
い

に
、
自
ら
の
意
図
し
な
い
と
こ
ろ
で
、
旧
道
徳
的
な
論
理
を
介
在
さ
せ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
自
ら
の
経
験
を
絶
対
視
し
、
自
ら
の
解
釈
に
旧
道
徳
な
価
値
観
が
介
在
す

る
余
地
を
示
す
こ
の
「
先
生
」
の
思
考
の
営
為
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
、「
虹
」
の
作
者
で
あ
る
梅
崎
春
生
の
、
作
品
発
表
と
同
時
期
の
主
義
・
思

想
を
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
「
桜
島
」
が
単
行
本
に
収
録
さ
れ
た
さ
い
の
「
あ
と

が
き
」㉘

か
ら
確
認
し
た
い
。

私
は
現
在
ま
で
、
曲
り
な
り
に
も
一
人
で
歩
い
て
来
た
。
他
人
の
踏
み
あ
ら
し

た
路
を
、
私
は
絶
対
に
歩
か
な
か
つ
た
。
今
か
ら
先
も
一
人
で
あ
る
き
続
け
る

他
は
な
い
。
そ
し
て
私
は
自
ら
の
眼
で
見
た
人
間
を
、
私
と
い
ふ
一
点
で
と
ら

へ
得
る
こ
と
に
、
未
だ
絶
望
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い
し
、
お
そ
ら
く
将
来
も
感

じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ら
う
。

梅
崎
は
「
自
ら
の
眼
で
見
た
人
間
を
、私
と
い
ふ
一
点
で
と
ら
え
得
る
こ
と
」
に
、

「
未
だ
絶
望
を
感
じ
た
こ
と
」
が
な
く
、さ
ら
に
「
将
来
も
感
じ
る
こ
と
は
な
い
だ
ら

う
」
と
予
感
し
て
い
る
。
自
ら
が
感
知
・
経
験
し
た
出
来
事
を
自
ら
が
把
握
す
る
こ

と
、
そ
の
能
力
に
絶
対
の
自
信
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

梅
崎
春
生
が
示
す
と
こ
ろ
の
「
眼
」
を
含
む
よ
う
な
、
自
身
の
「
肉
体
」
に
立
脚

し
た
経
験
を
絶
対
視
す
る
傾
向
は
、
同
時
代
に
お
い
て
梅
崎
に
限
定
さ
れ
た
思
考
で

は
な
い
。
そ
れ
は
肉
体
文
学
の
代
表
作
家
で
あ
っ
た
田
村
泰
次
郎
の
主
張
の
根
底
で

も
あ
っ
た
。
こ
の
姿
勢
が
端
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
が
、「
肉
体
文
学
と
人
間
の
自

由
」㉙

で
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
、
田
村
は
、「
茫
然
自
失
」
に
陥
っ
た
終
戦

後
の
日
本
人
が
何
を
「
信
用
」
す
べ
き
か
、
持
論
を
展
開
し
て
い
る
。

さ
う
い
ふ
今
日
の
私
た
ち
に
そ
れ
で
は
な
に
が
信
用
出
来
る
こ
と
だ
ら
う
か
。

そ
れ
は
生
理
的
な
欲
望
や
、
あ
る
ひ
は
本
能
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
肉
体
的
経

験
を
通
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
／
腹
が
空
い
た
か
ら
食
ひ
た
い
、
疲
れ

た
か
ら
眠
り
た
い
、
あ
る
ひ
は
異
性
と
接
し
た
い
、
暑
い
、
ま
た
は
寒
い
、
―

さ
う
い
つ
た
肉
体
の
欲
望
や
経
験
だ
け
が
、
本
当
に
信
用
出
来
る
人
間
的
な
も

の
で
あ
る
。

こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
田
村
は
、「
肉
体
」
を
介
し
た
強
い
経
験
主
義
的
な
姿
勢

を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
梅
崎
や
田
村
の
「
眼
」
や
「
肉
体
」
へ
の
信
頼
は
、「
先

生
」
の
「
善
意
」
の
成
立
過
程
や
認
識
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
き
、
曖
昧
な
も
の
と

し
て
顕
在
化
す
る
。

「
先
生
」
の
善
意
は
、「
先
生
」
の
「
肉
体
」
に
蓄
積
し
た
と
さ
れ
る
経
験
、
そ
し

て
「
奥
さ
ん
」
の
「
肉
体
」
の
一
部
で
あ
る
顔
に
「
傷
痕
」
と
い
う
形
で
裏
打
ち
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。
肉
体
文
学
が
主
張
し
た
「
肉
体
」
を
基
盤
と
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
そ
の
経
験
を
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
旧
道
徳
的
な
―
換
言
す
れ
ば
、

田
村
が
「
肉
体
」
と
対
立
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
「
既
成
の
観
念
」㉚

に
基
づ
い
た

―
行
動
の
実
践
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
肉
体
」を
通
じ
た
経
験
を
解
釈
す
る

さ
い
に
、
旧
道
徳
的
な
論
理
が
介
在
す
る
余
地
が
存
在
す
る
こ
と
を
、「
先
生
」
の
他

者
に
対
す
る
「
善
意
」
の
成
立
過
程
は
浮
き
彫
り
に
す
る
の
で
あ
る
。

梅
崎
の
「
眼
」
に
せ
よ
、
田
村
の
「
肉
体
」
に
せ
よ
、
当
人
た
ち
の
言
か
ら
看
取

で
き
る
の
は
現
存
す
る
道
徳
観
念
や
言
語
体
系
か
ら
免
れ
た
「
肉
体
」
観
で
あ
る
。

何
か
あ
る
出
来
事
を
「
肉
体
」
を
介
在
し
て
経
験
し
た
と
し
て
、
そ
の
経
験
を
解
釈

す
る
さ
い
に
旧
道
徳
的
な
論
理
が
介
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、「
先
生
」
の

「
善
意
」
の
在
り
方
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
つ
い

て
、
梅
崎
、
そ
し
て
田
村
は
無
自
覚
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。「
先
生
」
の
視
点
か
ら

「
先
生
」
の
「
善
意
」
の
成
立
過
程
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
自
ら
の
眼
」
で

「
人
間
」㉛

を
把
握
す
る
さ
い
に
旧
道
徳
と
の
影
響
関
係
を
絶
え
ず
踏
ま
え
る
と
い
う
、

途
方
も
な
い
作
業
の
必
要
性
を
感
知
し
た
か
ら
こ
そ
、
梅
崎
は
「
虹
」
を
「
読
み
か

へ
す
」
こ
と
に
「
か
く
べ
つ
」32

の
恐
怖
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
が
、
作

家
で
あ
る
梅
崎
自
身
に
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
恐
怖
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
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こ
こ
で
、
作
中
の
「
私
」
に
立
ち
戻
り
た
い
。
他
者
へ
の
「
善
意
」
を
主
張
す
る

「
先
生
」
と
「
花
子
」
の
応
答
を
経
て
、「
私
」
は
そ
の
思
想
・
信
条
を
変
化
さ
せ
て

い
く
が
、
本
作
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
、「
堕
落
論
」
を
踏
ま
え
た
と
き
、
そ
の

影
響
を
多
分
に
受
け
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
闇
屋
で
あ
る
貫
さ
ん
に
対
し
て
、
私

は
「
羨
望
」
を
抱
い
て
い
た
。「
堕
落
論
」
に
お
い
て
、安
吾
は
「
人
間
の
歴
史
は
闇

屋
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
」
と
述
べ
、〈
堕
落
〉
の
一
手
段
と
し
て
、
闇
屋
と
な

る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
私
」
は
闇
屋
に
「
お
ち
る
」

こ
と
、
ひ
い
て
は
〈
堕
落
〉
に
対
し
て
、「
羨
望
」
を
抱
い
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。

「
私
」
の
「
堕
落
論
」
へ
の
傾
倒
を
踏
ま
え
た
と
き
、
作
中
で
語
ら
れ
る
「
花
子
」

へ
の
接
吻
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。

先
生
を
送
つ
て
行
く
途
中
焼
跡
の
電
柱
柱
に
先
生
を
つ
か
ま
ら
せ
、
私
は
一
緒

に
つ
い
て
来
た
花
子
を
抱
い
て
烈
し
く
接
吻
し
た
。
そ
れ
か
ら
花
子
は
何
処
へ

行
つ
た
か
判
ら
な
い
。
私
も
酔
つ
て
ゐ
た
か
ら
そ
の
と
き
の
気
持
は
定
か
で
な

い
し
、
は
き
散
ら
し
た
言
葉
の
数
々
も
覚
え
て
ゐ
な
い
。
私
は
二
十
八
歳
。

二
十
八
歳
で
あ
る
こ
と
が
強
く
頭
に
き
た
。
私
は
女
を
知
ら
な
い
。
兵
隊
で
あ

つ
た
と
き
も
愚
直
な
潔
癖
か
ら
私
は
頑
固
に
女
を
退
け
て
来
た
。
し
か
し
今
、

自
分
が
未
だ
童
貞
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が
何
か
不
潔
に
い
と
は
し
い
も
の
に
感

じ
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
つ
た
。（
一
九
頁
）

こ
こ
で
語
ら
れ
る
の
は
、「
私
」
は
戦
後
に
な
っ
て
初
め
て
「
女
を
知
ら
な
い
」
こ

と
、「
童
貞
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
」
を
「
不
潔
」
な
「
い
と
は
し
い
も
の
」
に
感
じ
た

と
い
う
性
意
識
の
変
遷
で
あ
る
。「
堕
落
論
」
に
お
い
て
性
道
徳
上
の
〈
堕
落
〉
も
ま

た
主
張
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、「
私
」
は
戦
後
空
間
に
お
い
て
「
堕
落
論
」
に
傾
倒
し

た
が
ゆ
え
に
、
異
性
と
の
性
的
接
触
を
希
求
す
る
の
で
あ
る33
。

そ
の
う
え
で
本
作
の
展
開
を
な
ぞ
れ
ば
、
結
末
に
お
い
て
、「
何
故
花
子
を
救
つ
て

や
ら
な
い
の
で
す
か
」
と
い
う
「
私
」
の
問
い
に
対
し
、「
先
生
」
は
「
君
が
行
つ

て
、
一
緒
に
寝
て
や
り
給
へ
」
と
「
先
生
」
自
身
が
行
動
す
る
の
で
は
な
く
「
私
」

に
全
て
委
ね
て
い
く
。
そ
し
て
、「
私
」
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。

そ
の
瞬
間
私
が
は
つ
き
り
感
じ
取
つ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
先
生
の
あ
の
放
恣
に
見

え
る
善
意
で
す
ら
も
、
超
え
難
い
限
界
を
持
つ
て
ゐ
る
と
言
ふ
こ
と
だ
つ
た
。

そ
し
て
そ
の
限
界
を
超
え
な
け
れ
ば
、
本
当
の
幸
福
は
あ
り
得
な
い
と
言
ふ
こ

と
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
そ
の
と
き
始
め
て
私
は
、
此
の
壁
を
乗
り
超
え
、
た
と

ひ
そ
こ
が
奈
落
で
あ
ら
う
と
も
悔
ゆ
る
こ
と
な
く
落
ち
て
行
く
勇
気
が
、
胸
の

中
に
湧
き
上
つ
て
来
る
の
を
感
じ
て
ゐ
た
。私
は
手
を
伸
し
て
紙
幣
を
掴
ん
だ
。

酒
に
濡
れ
て
重
か
つ
た
。（
四
九
・
五
〇
頁
）

「
私
」
は
「
花
子
」
の
も
と
へ
走
っ
て
い
く
の
だ
が
、こ
の
「
私
」
の
行
動
に
つ
い

て
、
先
行
す
る
藤
原
論34
は
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

　
「
虹
」
の
「
私
」
は
、「
先
生
」
の
「
善
意
」
に
違
和
感
を
持
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
旧
来
の
モ
ラ
ル
へ
の
違
和
感
で
あ
る
。（
中
略
）
つ
ま
り
、「
堕
ち
る
道
を

堕
ち
き
る
」
こ
と
で
、
旧
来
の
モ
ラ
ル
い
う
「
壁
」
を
乗
り
越
え
、
新
た
な
モ

ラ
ル
を
つ
か
み
と
る
と
い
う
奇
蹟
に
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

し
か
し
、
こ
の
「
私
」
の
行
動
は
、
物
語
結
末
近
く
に
あ
る
「

―
闇
で
も
や
る

か
ね
」
と
い
う
「
先
生
」
の
問
い
に
対
す
る
、「
私
」
の
「
闇
屋
に
は
な
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
回
答
を
踏
ま
え
た
と
き
、
異
な
る
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
闇
屋
に

な
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
〈
堕
落
〉
を
拒
む
こ
と
を
「
私
」
は
表
明
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
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こ
れ
ら
物
語
結
末
に
お
け
る
「
私
」
の
姿
勢
は
、
物
語
中
盤
に
お
い
て
、
闇
屋
で

あ
る
貫
さ
ん
を
通
し
て
〈
堕
落
〉
に
「
羨
望
」
を
抱
い
て
い
た
「
私
」
の
変
容
で
あ

る
。
こ
の
変
容
は
、「
先
生
」
の
「
善
意
」
の
限
界
を
明
ら
か
に
し
た
「
花
子
」
に

よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。

坂
口
安
吾
「
堕
落
論
」
は
、
終
戦
直
後
の
日
本
に
お
い
て
、
戦
後
新
た
な
道
徳
を

い
か
に
樹
立
す
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
の
一
つ
指
標
で
あ
っ
た
。
作
者
で
あ
る
梅
崎

も
ま
た
、「
堕
落
論
」
に
通
じ
る
「
新
し
い
倫
理
」
を
打
ち
出
す
こ
と
を
、「
虹
」
発

表
と
同
時
期
に
思
索
し
て
い
た
。

し
か
し
、
本
作
は
、「
堕
落
し
た
く
な
い
」
と
発
言
す
る
女
性
「
花
子
」
が
描
か
れ

て
い
る
。「
花
子
」
は
〈
堕
落
〉
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
り
な
が
ら
、性
意
識
を
変
え

よ
う
と
し
、
救
い
の
道
と
し
て
当
時
流
布
し
て
い
た
〈
パ
ン
パ
ン
〉
像
を
身
体
化
さ

せ
よ
う
と
試
み
て
い
く
。
し
か
し
、「
花
子
」
の
身
体
化
の
試
み
は
、「
肉
体
」
を
通

じ
た
経
験
を
無
自
覚
に
旧
道
徳
的
思
考
に
基
づ
い
て
解
釈
す
る
「
先
生
」
の
拒
否
に

よ
っ
て
頓
挫
す
る
。
こ
う
し
た
「
花
子
」
の
姿
こ
そ
が
、〈
堕
落
〉
を
「
羨
望
」
を

持
っ
て
眺
め
て
い
た
「
私
」
に
、〈
堕
落
〉
と
い
う
道
そ
れ
自
体
の
再
考
を
促
す
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、旧
道
徳
的
な
論
理
が
介
在
す
る
余
地
を
消
失
さ
せ
、ひ
い
て
は
「
肉

体
」
を
通
じ
た
感
覚
・
経
験
を
無
自
覚
に
解
釈
し
な
い
試
み
の
一
つ
と
し
て
示
さ
れ

て
い
く
。

お
わ
り
に

以
上
、
梅
崎
春
生
「
虹
」
に
つ
い
て
、
作
者
の
本
作
に
対
す
る
言
及
を
契
機
と
し

て
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
自
称
し
、「
先
生
」
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
た
「
花
子
」
の
意

義
を
〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
め
ぐ
る
同
時
代
状
況
を
附
置
し
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
。

本
作
に
お
い
て
「
花
子
」
は
「
先
生
」
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
名
づ
け
ら
れ
て
お

り
、「
虹
」
は
同
時
代
に
お
け
る
〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
呼
ば
れ
た
女
性
達
の
表
れ
得
な
さ

を
示
す
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
花
子
」
は
名
づ
け
語
ら
れ
、
そ
し

て
自
ら
〈
パ
ン
パ
ン
〉
像
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、「
花
子
」
で
あ
る
こ
と
と
〈
パ
ン
パ

ン
〉
で
あ
る
こ
と
の
ズ
レ
を
「
私
」
と
い
う
他
者
に
感
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
違
和
と

し
て
振
る
舞
っ
て
い
く
。「
花
子
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
こ
と
、そ
れ
を
ト
ラ
ウ
マ
と
し

て
抱
え
込
み
な
が
ら
も
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
し
て
生
き
抜
こ
う
と
し
た
「
花
子
」
の
試

み
が
「
虹
」
に
は
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
花
子
」
は
名
づ
け
ら
れ
〈
パ
ン
パ
ン
〉
と
し
て
語
ら
れ
る
の
と
同
時
に
、そ
の
よ

う
に
名
づ
け
、
語
ろ
う
と
す
る
他
者
の
言
語
世
界
に
「
花
子
」
と
し
て
、〈
パ
ン
パ

ン
〉
を
自
称
す
る
こ
と
で
参
入
し
て
い
く
。
こ
の
参
入
の
在
り
様
こ
そ
が
、
作
中
に

お
け
る
「
私
」
の
、
ひ
い
て
は
自
身
の
経
験
に
絶
対
の
自
信
を
持
っ
て
い
た
作
者
で

あ
る
梅
崎
の
、
さ
ら
に
は
〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性
達
を
肯
定
し
彼
女
達
を
根
拠
の
一
つ

に
肉
体
文
学
を
主
張
し
た
田
村
の
主
義
・
思
想
に
揺
ら
ぎ
を
生
じ
さ
せ
得
る
も
の
と

し
て
、
派
生
し
な
が
ら
、
疑
義
を
呈
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

注①　
特
集
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
る
世
界
文
学
に
関
連
付
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
〈
パ
ン
パ

ン
〉
と
は
、占
領
下
に
お
い
て
進
駐
軍
兵
士
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
男
性
に
よ
る
性
犯
罪

を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
たR

A
A

（R
ecreation

 A
m

u
sem

en
t 

A
ssociation

特
殊
慰
安
施
設
協
会
）
と
大
き
く
関
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
歴
史
的
に

見
れ
ば
ア
メ
リ
カ
人
男
性
と
の
関
係
か
ら
も
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
女
性
達
を
把
握
す
る
必

要
が
あ
る
。
一
九
五
七
年
に
映
画
化
さ
れ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ナ
ー
『
サ
ヨ
ナ

ラ
』（
原
著
は
一
九
五
四
年
に
刊
行
）
を
は
じ
め
、
ア
メ
リ
カ
人
の
側
か
ら
日
本
人
女

性
と
ア
メ
リ
カ
人
男
性
の
「
恋
愛
」
を
描
い
た
文
学
作
品
も
あ
り
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
と

い
う
存
在
自
体
が
、日
本
文
学
に
留
ま
ら
な
い
世
界
文
学
へ
と
接
続
し
得
る
存
在
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

②　

同
時
代
評
と
し
て
、
中
野
好
夫
「
梅
崎
君
の
作
品
―
序
に
か
へ
て
―
」（
梅
崎
春
生

『
飢
ゑ
の
季
節
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、
一
九
四
八
年
八
月
）、
本
間
喬
「
文
藝
明
暗

（
2
）
新
作
家
の
性
格
」（「
青
年
作
家
」
一
九
四
七
年
一
二
月
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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③　

梅
崎
春
生
「
あ
る
顚
末
」（「
文
芸
」
一
九
四
七
年
一
〇
月
）

④　

梅
崎
春
生
「
贋
の
季
節
」（「
日
本
小
説
」
一
九
四
七
年
一
一
月
）

⑤　

臼
井
吉
見
「
文
藝
時
評
（
中
）
客
観
小
説
の
難
さ
」（「
東
京
新
聞
」
夕
刊
、一
九
四
七

年
一
一
月
二
四
日
）

⑥　

神
西
清「
解
説
」（
梅
崎
春
生『
昭
和
名
作
選　

ボ
ロ
家
の
春
秋
』新
潮
社
、一
九
五
五

年
四
月
）

⑦　

藤
原
耕
作
「
梅
崎
春
生
文
学
に
お
け
る
〈
倫
理
〉
―
「
虹
」
を
視
座
と
し
て
」（「
叙

説
Ⅱ
」
二
〇
〇
四
年
八
月
）

⑧　

梅
崎
春
生
「
世
代
の
傷
痕
」（「
新
文
芸
」
一
九
四
七
年
八
月
）

⑨　

中
井
正
義
「
女
性
へ
の
視
点
」（『
梅
崎
春
生
論
』
虎
見
書
房
、
一
九
六
九
年
七
月
）

⑩　

光
石
亜
由
美
「
梅
崎
春
生
の
文
学
に
お
け
る
〈
女
〉
―
〈
風
俗
と
し
て
の
女
性
〉
を

め
ぐ
っ
て
」（「
叙
説
Ⅱ
」
二
〇
〇
四
年
八
月
）

⑪　

梅
崎
春
生
「
あ
と
が
き
」（『
飢
ゑ
の
季
節
』
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
、一
九
四
八
年

八
月
）

⑫　

坂
口
安
吾
「
堕
落
論
」（「
新
潮
」
一
九
四
六
年
四
月
）

⑬　

注
⑦
に
同
じ
。

⑭　

永
島
寛
一
編
『
１
９
４
８
年
版　

朝
日
年
鑑
』（
朝
日
新
聞
社
、一
九
四
八
年
二
月
）

に
拠
れ
ば
昭
和
二
二
年
五
月
中
に
検
挙
さ
れ
た
「
闇
の
女
」「5,225
名
」
の
う
ち
、「
生

活
に
窮
し
て
」
と
い
う
生
活
苦
を
動
機
と
し
た
者
が
「2,450

名
」
と
全
体
の
半
数
以

上
を
占
め
た
。

⑮　

坂
口
安
吾
・
池
田
み
ち
子
対
談「
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
と
文
学
」（「
女
性
改
造
」一
九
四
八

年
二
月
）

⑯　

田
村
泰
次
郎
「
肉
体
の
門
」（「
群
像
」
一
九
四
七
年
三
月
）

⑰　
「「
肉
体
の
門
」
に
抗
議
す
る 

ラ
ク
町
の
彼
女
た
ち
」（「
サ
タ
デ
イ
ニ
ユ
ー
ズ
」

一
九
四
八
年
一
月
）

⑱　

峯
雪
栄
「
早
春
」（「
日
本
小
説
」
一
九
四
八
年
八
月
）

⑲　

国
立
世
論
調
査
所
・
労
働
省
婦
人
少
年
局
調
査
「
五
統
計
資
料　
（
六
）
風
紀
に
関

す
る
世
論
」（『
売
春
に
関
す
る
資
料
―
改
訂
版
―
』
労
働
省
婦
人
少
年
局
、一
九
五
五

年
一
一
月
）

⑳　

一
例
と
し
て
、藤
目
ゆ
き
「
第
九
章　

市
民
的
女
性
運
動
と
廃
娼
運
動
」（『
性
の
歴

史
学　

公
娼
制
度
・
堕
胎
罪
体
制
か
ら
売
春
防
止
法
・
優
生
保
護
法
体
制
へ
』
不
二
出

版
、
二
〇
一
一
年
三
月
）
は
、
占
領
期
に
お
け
る
「
醜
業
婦
」
観
に
基
づ
い
た
女
性
達

に
よ
る
廃
娼
運
動
を
論
じ
て
い
る
。

㉑　

岡
真
理
「
序
章　

彼
女
の
「
正
し
い
」
名
前
と
は
何
か
」（『
彼
女
の
「
正
し
い
」
名

前
と
は
何
か　

第
三
世
界
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
思
想
』
青
土
社
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
）

㉒　

一
例
と
し
て
、古
久
保
さ
く
ら
「
敗
戦
後
日
本
に
お
け
る
街
娼
と
い
う
問
題
」（「
人

権
問
題
研
究
」
二
〇
〇
一
年
三
月
）
は
、
竹
中
勝
男
、
住
谷
悦
治
編
『
街
娼　

実
態
と

そ
の
手
記
』（
有
恒
社
、
一
九
四
九
年
一
一
月
）
に
収
録
さ
れ
た
女
性
達
の
聞
き
取
り

を
参
照
し
、戦
前
期
以
降
女
性
達
に
求
め
ら
れ
た
「
良
妻
と
し
て
の
よ
き
妻
よ
き
伴
侶

と
し
て
の
役
割
」
と
類
似
す
る
事
例
に
つ
い
て
言
及
し
、「
街
娼
」
と
定
義
す
る
こ
と

が
困
難
な
事
例
が
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

㉓　

斉
藤
雅
子
「
闇
市
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

―
流
行
は
パ
ン
パ
ン
か
ら
」（
猪
野
健
治
編
著

『
東
京
闇
市
興
亡
史
』
草
風
社
、
一
九
七
八
年
八
月
）。
ま
た
同
時
代
資
料
か
ら
も
、
豊

田
慶
治
「
街
娼
瞥
見
」（
竹
中
勝
男
、
住
谷
悦
治
編
『
街
娼　

実
態
と
そ
の
手
記
』
有

恒
社
、一
九
四
九
年
一
一
月
）
に
お
い
て
、〈
パ
ン
パ
ン
〉
を
描
写
す
る
に
あ
た
り
「
ど

ぎ
つ
い
化
粧
の
中
で
も
一
際
、ル
ー
ジ
ュ
の
毒
々
し
さ
が
眼
立
つ
。
血
ぬ
ら
れ
た
よ
う

な
そ
の
唇
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

㉔　

各
務
千
代
『
悲
し
き
抵
抗　

闇
の
女
の
手
記
』（
江
戸
原
書
房
、
一
九
四
七
年
一
二

月
）

㉕　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
著
、
竹
村
和
子
訳
「
序
章　

言
葉
で
人
を
傷
つ
け
る
こ

と
」（『
触
発
す
る
言
語　

言
語
・
権
力
・
行
為
体
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
四
月
）

原
著
は
一
九
九
七
年
に
刊
行
。

㉖　

注
⑦
に
同
じ
。

㉗　

文
部
省
『
尋
常
小
学
修
身
書
巻
五
児
童
用
』（
東
京
書
籍
、
一
九
二
一
年
一
一
月
）

㉘　

梅
崎
春
生
「
あ
と
が
き
」（『
桜
島
』
大
地
書
房
、
一
九
四
七
年
一
二
月
）

㉙　

田
村
泰
次
郎「
肉
体
文
学
と
人
間
の
自
由
」（『
肉
体
の
文
学
』草
野
書
房
、一
九
四
八

年
二
月
）

㉚　

注
㉙
に
同
じ
。

㉛　

注
㉘
に
同
じ
。

32　

注
⑪
に
同
じ
。

33　

こ
の
「
私
」
の
言
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
私
」
の
性
衝
動
が
「
堕
落
論
」
と

い
う
外
部
の
言
説
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
生
起
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
こ



二
五

梅
崎
春
生
「
虹
」
論

―
〈
パ
ン
パ
ン
〉
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
揺
ら
ぎ
を
め
ぐ
っ
て

25

で
特
集
テ
ー
マ
に
関
わ
っ
て
、ク
ィ
ア
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
に
つ
い
て
泉
谷
瞬
「
出
向
者

の
ク
ィ
ア
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ

―
伊
藤
計
劃
『
虐
殺
器
官
』
と
津
村
記
久
子
「
十
二
月

の
窓
辺
」

―
」（「
昭
和
文
学
研
究
」
二
〇
一
八
年
九
月
）
を
参
照
し
た
い
。
泉
谷

は
、
ク
ィ
ア
理
論
の
提
唱
者
で
あ
る
テ
レ
サ
・
デ
・
ラ
ウ
レ
テ
ィ
ス
を
援
用
し
つ
つ
、

「
大
枠
で
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
と
位
置
付
け
ら
れ
な
が
ら
も
、
し
か
し
普
通
の
形
態
と
は

異
な
っ
て
現
れ
る
性
の
あ
り
方

―
明
確
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
得
な
い
性
の
あ
り
方

を
も
、ク
ィ
ア
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
は
浮
き
彫
り
に
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
視
点

に
立
っ
て
「
私
」
の
性
衝
動
を
分
析
す
る
の
で
あ
れ
ば
、同
時
期
に
お
い
て
田
村
泰
次

郎
が
肉
体
文
学
を
主
張
す
る
に
あ
っ
て
本
質
的
と
し
て
い
た
性
的
欲
望
が
、「
堕
落
論
」

と
い
う
他
の
言
説
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
「
私
」
の
身
体
に
生
起
し
て
い
る
と
い
う
、

肉
体
文
学
に
お
い
て
「
普
通
」
と
さ
れ
た
「
形
態
と
は
異
な
っ
て
現
わ
れ
る
性
の
あ
り

方
」
が
こ
の
場
面
に
描
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

34　

注
⑦
に
同
じ
。

【
付
記
】
梅
崎
春
生
「
虹
」
の
本
文
引
用
は
初
収
録
単
行
本
『
飢
ゑ
の
季
節
』（
大
日
本
雄
弁
会

講
談
社
、一
九
四
八
年
八
月
）
を
使
用
し
た
。
引
用
文
の
頁
数
は
単
行
本
の
頁
数
で
あ
る
。
な

お
引
用
に
お
け
る
「
／
」
は
改
行
を
意
味
し
て
い
る
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


