
1市

 

〈
嘆
き
〉

の
政
治
芋
|
「
舞
姫
」
論

序

作
者
の
高
等
戦
術
|
|
「
余
」

の
手
記
の
構
造

鴎
外
が
ド
イ
ツ
留
学
を
果
た
し
て
帰
国
し
た
一
八
八
八
(
明
治
二
十
二
年
九
月
の
直
後
、
彼
を
追
っ
て
日
本
に
や

っ
て
き
た
ド
イ
ツ
女
性
(
エ
リ
l
ぜ
)
が
い
た
。
間
も
な
く
こ
の
女
性
は
周
囲
に
説
得
さ
れ
て
日
本
を
去
っ
た
。
い
わ

ゆ
る
エ
リ
l
ゼ
事
件
で
あ
る
。
事
件
は
、
周
囲
の
人
聞
が
そ
の
人
の
将
来
を
考
え
て
意
に
反
す
る
行
動
を
取
り
、
自
分

も
ま
た
〈
心
な
ら
ず
も
〉
そ
の
決
定
に
従
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
痛
恨
の
思
い
を
鴎
外
に
抱
か
せ
た
よ
う
だ
。
日
本
に

帰
国
し
た
柏
崎
外
が
西
洋
仕
込
み
の
観
念
の
実
行
の
困
難
さ
と
自
己
の
無
力
さ
を
初
め
て
肌
身
で
感
じ
と
っ
た
事
件
で
あ

っ
た
。エ

リ
i
ゼ
が
日
本
を
去
っ
た
後
、
鴎
外
は
次
々
と
こ
の
種
の
無
念
な
思
い
や
挫
折
を
強
い
ら
れ
た
。
事
実
、
鴎
外
は
、

医
学
界
内
で
孤
立
し
、
慣
習
的
な
縁
談
に
も
応
じ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
赤
松
門
閥
と
の
確
執
、

妻
登
志
子
と
の
不
和
が
深
刻
化
す
る
中
で
、
鴎
外
は
こ
れ
以
上
、
結
果
的
に
他
人
に
振
り
因
さ
れ
る
と
い
う
無
念
な

〈
心
な
ら
ず
も
〉
の
道
を
歩
む
と
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
時
、
「
舞
姫
」
(
『
国
民
之
友
」
一
八
九
0
・
一
)
が
書
か
れ

た
。
エ
リ
l
ゼ
が
日
本
を
去
っ
て
か
ら
約
一
年
半
後
で
あ
る
。
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周
知
の
如
く
、
「
舞
姫
」
は
、
鴎
外
の
私
小
説
で
は
な
い
。
「
舞
姫
」
の
〈
作
者
〉

H

「
鴎
外
森
林
太
郎
」
は
、
鴎
外

そ
の
も
の
で
は
な
い
架
空
の
「
余
」

H
太
田
豊
太
郎
な
る
人
物
を
設
定
し
、
そ
の
「
余
」
が
過
ぎ
去
っ
た
ド
イ
ツ
で
の

自
分
と
エ
リ
ス
の
悲
恋
を
語
る
と
い
う
手
記
風
小
説
に
仕
立
て
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
秘
密
裏
に
処
理
さ
せ

た
は
ず
の
事
件
(
恋
愛
)
を
わ
ざ
わ
ざ
持
ち
出
し
、
し
か
も
そ
れ
を
悔
恨
的
に
語
っ
て
み
せ
る
〈
語
り
〉
の
背
後
に
は
、

エ
リ
l
ゼ
事
件
で
の
〈
心
な
ら
ず
も
〉
の
轍
を
再
び
踏
ま
な
い
と
い
う
〈
作
者
〉
鴎
外
の
堅
い
決
『
意
(
覚
悟
)
が
隠
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
鴎
外
は
、
架
空
の
八
太
田
と
エ
リ
ス
〉
の
悲
恋
物
語
を
仮
構
す
る
こ
と
で
周
囲
の
直
接
的
な

攻
撃
か
ら
身
を
か
わ
し
つ
つ
周
囲
を
撃
つ
戦
術
を
用
い
て
、
〈
心
な
ら
ず
も
〉
の
道
を
か
つ
て
強
要
し
、
今
も
そ
う
し

【注
1
v

ょ
う
と
し
て
い
る
周
囲
に
抗
議
の
意
志
を
表
し
た
の
だ
と
考
え
る
と
と
が
で
き
る
。
.

し
か
し
、
「
余
」
に
仮
託
し
な
が
ら
悲
恋
を
悔
恨
的
に
語
る
こ
と
で
特
定
の
読
者
に
自
己
の
堅
い
意
志
を
伝
達
し
、

そ
う
す
る
こ
と
で
相
手
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
そ
れ
と
な
く
引
き
出
そ
う
と
す
る
一
見
女
々
し
く
も
あ
る
こ
の
巧
妙
な
文

学
の
高
等
戦
術
は
、
一
方
で
ま
た
大
変
な
手
記
構
造
上
の
歪
み
を
は
じ
め
か
ら
抱
え
て
い
た
と
も
言
え
る
。
そ
も
そ
も
、

周
囲
の
直
接
的
な
攻
撃
か
ら
身
を
か
わ
す
必
要
か
ら
考
案
さ
れ
た
架
空
の
「
余
」
の
設
定
自
体
、
エ
リ
l
ゼ
と
別
れ
て

軍
(
医
)
官
僚
と
し
て
一
八
九

O
年
の
状
況
を
生
き
る
〈
今
〉
の
〈
作
者
〉

H

「
鴎
外
森
林
太
郎
」
の
存
在
の
問
題
を

回
避
、
棚
上
げ
す
る
手
法
で
あ
っ
た
が
、
「
余
」
と
エ
リ
ス
の
恋
愛
(
別
れ
)
の
場
を
ド
イ
ツ
に
定
め
、
そ
の
煩
宋
を

一
八
八
九
年
初
頭
の
「
セ
イ
ゴ
ン
」
で
「
余
」
が
語
る
と
い
う
〈
語
り
の
時
空
〉
の
設
定
も
ま
た
、
〈
心
な
ら
ず
も
〉

エ
リ
ス
を
捨
て
て
日
本
に
帰
還
し
た
は
ず
の
そ
の
後
の
「
余
」
の
行
動
自
体
を
手
記
の
世
界
か
ら
外
す
こ
と
で
、
そ
れ

へ
の
批
評
を
あ
ら
か
じ
め
封
じ
込
め
る
仕
掛
け
で
あ
っ
た
。
「
余
」
の
生
き
て
い
る
〈
現
在
〉
を
一
応
「
舞
姫
」
が
発

表
さ
れ
た
一
八
九

O
年
一
月
だ
と
す
れ
ば
、
「
セ
イ
ゴ
ン
」
の
地
で
は
「
余
」
の
未
来
で
あ
っ
た
〈
天
方
伯
の
秘
書
官

と
な
っ
て
日
本
に
帰
る
こ
と
〉
は
す
で
に
実
行
済
み
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
舞
姫
」
の
語
り
の
時
空
は
、
〈
天
方
伯
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の
秘
書
官
と
な
っ
て
日
本
に
帰
る
〉
方
針
に
疑
義
を
唱
え
、
複
す
こ
と
な
ど
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の

こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
の
だ
と
言
え
る
。
封
じ
込
め
た
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
窓
味
か
ら
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
手
記
の
書
き
手
の
「
余
」
が
仮
に
そ
の
決
定
(
自
明
)
の
世
界
に
対
し
て
大
い
な
る
後
悔
や
「
恨

み
」
を
抱
い
た
に
せ
よ
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
周
囲
の
特
定
の
読
者
に
生
身
の
作
者
鴎
外
の
意
志
を
伝
達
し
、
相
手
の
リ

ア
ク
シ
ョ
ン
を
引
き
出
す
最
大
の
狙
い
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
「
余
」
の
言
説
は
こ
の
決
定
さ
れ
た
〈
自
明
の
世
界
〉

H

「
余
」
の
現
在
を
覆
す
方
向
に
向
か
う
こ
と
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
、
〈
今
〉
「
セ
イ
ゴ
ン
」
の
船
の
中
で
嘆
き
、
悲
し
み
、

あ
る
い
は
必
死
に
な
っ
て
そ
う
い
う
決
定
に
同
意
し
て
し
ま
っ
た
自
己
の
弁
解
、
正
当
化
に
努
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
の

内
排
除

2
d

で
あ
る
。
そ
う
い
う
枠
が
は
じ
め
か
ら
飯
め
ら
れ
て
い
る
諮
り
の
世
界
で
あ
っ
，
た
v

1 

免
罪
の
装
置
|

l
「
手
記
」
の
功
利
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「余」

H
太
田
は
、
貧
し
い
狂
女
(
エ
リ
ス
)
の
「
母
」
に
「
微
な
る
生
計
を
営
む
に
足
る
資
本
を
与
へ
」
て
日
本
へ

の
帰
国
の
途
に
つ
き
、
〈
今
〉
「
セ
イ
ゴ
ン
」
の
船
の
中
に
あ
る
。
こ
の
太
田
は
、
も
し
も
、
狂
女
の
「
母
」
の
係
累
に

国
家
の
中
枢
に
か
か
わ
っ
て
い
る
人
が
い
た
と
す
れ
ば
、
持
ち
出
し
方
一
つ
で
、
た
と
え
免
官
中
で
あ
れ
お
そ
ら
く
国

際
的
な
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
(
紛
争
)
に
な
り
か
ね
な
い
事
件
を
ド
イ
ツ
で
犯
し
、
〈
今
〉
「
セ
イ
ゴ
ン
」
の
地
に
あ
っ
た
。

太
田
は
単
な
る
日
本
人
の
一
青
年
で
は
な
く
、
国
家
に
そ
の
将
来
を
期
待
さ
れ
、
ま
た
約
束
さ
れ
た
少
壮
の
エ
リ
ー

ト
官
僚
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
留
学
地
ド
イ
ツ
で
の
エ
リ
ス
と
の
恋
愛
が
契
機
と
な
っ
て
免
官
の
処
分
を
受
け
、
一

度
、
「
本
国
」
で
の
「
名
誉
」
の
道
を
断
た
れ
た
男
で
あ
っ
た
。
女
で
道
を
踏
み
外
し
た
哀
れ
な
男
、
こ
れ
が
こ
の
男

に
冠
せ
ら
れ
た
屈
辱
的
な
風
評
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
男
は
、
友
人
相
沢
謙
吉
の
と
り
な
し
に
よ
っ
て
再
び
官
僚
、
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「
本
国
」
で
の
「
名
誉
」
へ
の
道
に
つ
き
つ
つ
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
〈
今
〉
「
セ
イ
ゴ
ン
」
の
船
の
中
に
あ
る
こ
の
男
は
、

再
び
め
ぐ
っ
て
き
た
チ
ャ
ン
ス
の
中
で
希
望
、
夢
、
野
心
に
胸
膨
ら
ま
せ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

船
の
中
の
太
田
は
、
そ
う
し
た
切
り
拓
か
れ
つ
つ
あ
る
未
来
よ
り
も
、
ド
イ
ツ
で
過
ご
し
た
五
年
間
の
〈
留
学
生
活
V

H
過
去
を
見
詰
め
て
い
た
。
「
東
に
還
る
」
〈
今
〉
の
太
田
は
、
「
西
に
航
せ
し
普
の
我
」
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
も
は
や
官
費
留
学
し
た
「
五
年
前
」
の
少
社
の
エ
リ
ー
ト
官
僚
と
し
て
の
晴
れ
が
ま
し
さ
は
す
っ
か
り
な
く

な
っ
て
い
た
。
「
ニ
ル
・
ア
ド
ミ
ラ
リ

1
」
の
文
学
的
「
気
象
」

H
気
分
に
犯
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
も
、
「
浮
き
世
の
う

き
ふ
し
」
「
人
の
心
の
頼
み
が
た
」
さ
、
わ
が
心
の
「
変
り
易
」
さ
を
認
識
し
た
か
ら
で
も
、
ま
た
、
天
方
伯
の
「
随

行
員
」
(
初
出
「
舞
姫
」
)
の
一
人
と
し
て
「
外
交
の
い
と
ぐ
ち
乱
れ
」
(
同
)
た
多
難
な
「
国
事
」
(
同
)
に
心
を
痛
め

た
り
、
あ
る
い
は
自
己
の
「
行
末
」
(
同
)
に
一
抹
の
不
安
を
覚
え
て
い
た
か
ら
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
と
は
異
質
な

「
人
知
ら
ぬ
恨
」
を
抱
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
「
恨
み
」
は
、
「
心
の
奥
に
凝
り
固
ま
り
て
、
一
点

の
毅
と
の
み
な
」
つ
て
は
い
た
が
、
「
文
読
む
ご
と
に
、
物
見
る
ご
と
に
、
鏡
に
映
る
彩
、
声
に
応
ず
る
響
き
の
如
く
、

限
な
き
懐
旧
の
情
を
喚
ぴ
起
し
」
、
ド
イ
ツ
を
離
れ
て
す
で
に
一
月
ほ
ど
経
過
し
た
こ
の
「
セ
イ
ゴ
ン
」
の
時
点
に
お

い
て
も
太
田
の
心
を
呪
縛
し
て
い
た
。
航
海
中
に
「
日
記
も
の
せ
む
と
て
買
ひ
し
冊
子
も
ま
だ
白
紙
の
ま
〉
」
に
な
っ

て
い
る
の
も
こ
の
〈
恨
み
V

の
深
さ
ゆ
え
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
へ
の
出
港
が
い
よ
い
よ
間
近
に
迫
っ
た
夜
、
太
田
は
、
こ
の
〈
恨
み
V

か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
く

「
織
熱
燈
」
の
消
え
る
ま
で
の
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
、
「
白
紙
の
ま
〉
」
の
冊
子
に
手
記
を
書
き
は
じ
め
る
。
神
に
わ

が
心
の
悩
み
を
告
白
す
る
こ
と
で
救
わ
れ
る
文
化
と
無
縁
に
生
き
る
太
田
に
と
っ
て
〈
書
く
〉
こ
と
が
救
い
で
あ
っ
た
。

神
の
力
も
仏
の
カ
も
及
ぱ
ぬ
「
セ
イ
ゴ
ン
の
潜
」
に
お
い
て
太
田
は
す
で
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
〈
「
恨
み
」
と
し
て
の

過
去
〉
を
対
象
化
し
は
じ
め
た
の
で
あ
っ
た
。
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拓
か
れ
た
未
来
に
向
か
っ
て
生
き
ん
と
す
る
自
分
と
罪
を
犯
し
て
過
去
に
脅
迫
さ
れ
て
い
る
自
分
、
エ
リ
ス
を
裏
切

っ
て
「
東
に
還
る
」
行
為
を
す
で
に
選
択
し
て
し
ま
っ
た
自
分
と
「
免
す
べ
か
ら
ぬ
罪
人
」
と
い
う
罪
意
識
を
抱
え
込

ん
で
い
る
自
分
、
〈
今
〉
こ
こ
「
セ
イ
ゴ
ン
」
の
船
の
中
に
あ
る
太
田
は
、
こ
の
二
つ
の
〈
自
分
〉
に
引
き
裂
か
れ
、

い
わ
ば
宙
づ
り
に
さ
れ
て
い
た
。
太
田
は
、
こ
の
宙
づ
り
状
態
を
解
除
し
、
「
東
に
還
」
る
べ
く
手
記
を
書
き
始
め
た

の
で
あ
っ
た
。
自
己
の
心
の
こ
だ
わ
り
H

「
人
知
ら
ぬ
恨
」
を
果
敢
に
「
鎖
」
(
消
)
す
る
と
い
う
手
記
の
戦
略
は
明

ら
か
で
あ
っ
た
。

一
体
、
書
き
手
と
な
っ
た
「
余
」
は
、
〈
「
恨
」
と
し
て
の
過
去
〉
を
ど
う
語
る
こ
と
で
、
こ
の
宙
づ
り
状
態
を
解
除

し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
う
か
。
「
舞
姫
」
で
は
こ
の
「
余
」
の
宙
づ
り
解
除
プ
ロ
セ
ス
が
一
つ
の
ド
ラ
マ
だ
っ
た
と
も

言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
今
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
犯
し
た
過
ち
の
原
因
を
探
究
す
る
「
余
」
は
、
エ
リ
ス
と
の
別
れ
は

本
意
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
そ
の
本
意
で
な
い
こ
と
に
結
果
と
し
て
応
じ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
一
つ
は
行
為

の
結
果
を
よ
く
計
算
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
粗
忽
さ
と
他
人
に
本
意
を
素
直
に
打
ち
明
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
弱
く

ふ
び
ん
な
る
心
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
善
意
か
ら
汚
れ
役
を
積
極
的
に
引
き
受
け
て
く
れ
た
友
人
相
沢
謙
吉
の
深
情

け
で
あ
っ
た
と
総
括
し
た
の
で
あ
っ
た
。
「
余
」
は
、
犯
し
た
過
ち
の
倫
理
的
責
任
の
一
半
を
自
己
の
性
格
的
弱
性
に

求
め
て
嘆
く
と
共
に
、
他
の
一
半
を
友
人
に
背
負
わ
せ
、
「
鳴
呼
、
相
沢
謙
吉
が
如
き
良
友
は
世
に
ま
た
得
が
た
か
る

べ
し
。
さ
れ
ど
我
脳
裡
に
一
点
の
彼
を
憎
む
こ
〉
ろ
今
日
ま
で
も
残
れ
り
け
り
」
と
い
う
他
人
批
判
め
い
た
一
文
で
手

記
を
閉
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
余
」
の
手
記
は
、
己
の
弱
性
な
り
、
友
人
の
深
情
け
を
思
い
切
り
嘆
き
、
恨
む

こ
と
で
、
小
心
な
ら
ず
も
〉
エ
リ
ス
を
捨
て
て
「
東
に
還
」
る
心
の
崎
り
け
宙
づ
り
状
態
を
解
除
し
、
「
帰
東
の
途
」
に

つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
、
「
舞
姫
」
は
、
身
ご
も
ら
せ
た
外
国
の
女
を
自
分
の
保
身
か
ら
裏
切
り
、
発
狂
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
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捨
て
て
日
本
に
帰
っ
て
来
た
男
の
そ
れ
自
体
正
直
な
八
悶
え
〉
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
悶
え
も
「
俺
の
性
格

的
弱
さ
が
な
あ
i
i」
「
あ
の
時
、
あ
い
つ
が
あ
あ
し
な
げ
れ
ば
な
あ
:
:
」
と
い
う
の
で
は
い
さ
さ
か
甘
い
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
も
自
然
で
あ
ろ
う
。
「
嘆
け
ば
い
い
っ
て
:
・
」
と
い
い
た
く
も
な
ろ
う
か
。
つ
い
で
に
号
一
同
え
ぽ
、

乙
の
男
の
〈
悶
え
〉
は
出
世
、
国
家
、
政
治
の
た
め
に
女
を
裏
切
り
、
愛
を
捨
て
た
せ
い
だ
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
は
、
才
子
の
〈
出
世
〉
が
佳
人
の
〈
愛
〉
を
駆
逐
す
る
物
語
の
モ

l
ド
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

し
か
し
、
こ
の
男
は
恋
な
ど
お
か
ま
い
な
し
に
た
だ
通
俗
的
な
出
世
H
命
に
の
み
一
貫
し
て
生
き
た
ぎ
ん
ぎ
ん
マ
ン
で

あ
っ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
二
人
の
関
係
は
、
太
田
と
エ
リ
ス
の
救
い
|
救
わ
れ
る
関
係
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
免
官

を
契
機
に
男
と
女
と
し
て
愛
し
合
う
関
係
に
入
り
、
さ
ら
に
エ
リ
ス
の
妊
娠
を
契
機
に
逃
れ
よ
う
の
な
い
夫
と
妻
の
関

係
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
最
後
の
関
係
に
入
る
直
前
で
壁
に
突
き
当
た
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ま

で
の
二
人
の
関
係
は
比
較
的
平
穏
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
夫
と
い
う
今
ま
で
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
責
任
を

背
負
わ
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
た
時
、
う
ろ
た
え
は
じ
め
、
エ
リ
ス
と
の
〈
愛
〉
を
と
る
か
「
本
国
」

H

〈
出
世
v

を

と
る
か
の
二
者
択
一
の
状
況
を
抱
え
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
一
一
囲
内
で
し
か
流
通
、
充
足
す
る
ほ
か

な
い
自
問
的
な
価
値
(
幸
福
)
意
識
の
太
田
は
エ
リ
ス
と
の
愛
の
状
況
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
果
的
に

〈
出
世
〉
あ
る
い
は
〈
政
治
〉
を
選
択
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
す
っ
か
り
原
因
と
結

果
が
転
倒
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
語
り
手
「
余
」
の
内
に
才
子
佳
人
小
説
の
手
法
(
太
田
H
エ

リ
ー
ト
官
僚
H
才
子
、
エ
リ
ス
H
佳
人
)
と
、
勧
善
懲
悪
の
一
変
種
と
し
て
の
出
世
日
悪
、
愛
H
善
と
い
う
〈
出
世
と

愛
〉
の
ニ
項
対
立
的
観
念
が
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
「
余
」
は
、
〈
「
恨
み
」
と

し
て
の
過
去
〉
を
語
り
は
じ
め
た
時
、
ヲ
」
の
手
法
な
り
観
念
に
揚
め
取
ら
れ
、
結
果
的
に
、
太
田
H
出
世
H
悪
、
エ
リ

ス
H
愛
H
善
と
い
う
〈
出
世
と
愛
V

の
物
語
を
仕
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。
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し
か
し
、
繰
り
返
せ
ば
、
太
田
は
は
じ
め
か
ら
弱
性
の
男
で
も
な
か
っ
た
し
、
い
つ
で
も
〈
出
世
〉
の
こ
と
ば
か
り

を
優
先
的
に
考
え
て
い
る
あ
こ
ぎ
な
男
で
も
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
語
り
手
の
「
余
」
は
、
〈
出
世
と
愛
〉
の
ド
ラ

マ
へ
と
仕
立
て
る
こ
と
で
、
太
田
を
出
世
の
た
め
に
愛
日
普
を
捨
て
た
男
と
し
て
綾
小
化
す
る
と
と
も
に
エ
リ
ス
を
限

り
な
く
聖
化
し
、
太
田
の
倫
理
的
な
罪
の
み
を
問
題
に
し
て
嘆
い
て
み
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
本
当
の
太
田
の
〈
罪
〉
は
、
出
世
、
国
家
、
政
治
を
選
択
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
愛
す
る
女
を
妊
娠
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
し
か
も
女
が
正
式
な
結
婚
を
望
ん
で
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
に

正
面
か
ら
対
応
す
る
と
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
日
本
人
男
性
の
一
国
主
義
的
な
自
閉
的
〈
幸
福
観
V

こ
そ
問
題
の

核
心
で
あ
っ

d
v
し
か
し
、
「
余
」
の
手
記
は
、
ェ
リ
ス
へ
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
晒
さ
れ
た
こ
の
日
本
人
男
性
た
る

「
余
」
の
価
値
(
幸
福
)
意
識
の
狭
さ
、
苦
悩
を
冷
静
に
批
評
す
る
方
向
へ
と
向
か
う
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を

嘆
き
の
美
学
で
隠
蔽
さ
え
し
て
し
ま
っ
た
。
む
ろ
ん
、
愛
の
裏
切
り
に
よ
っ
て
生
じ
た
現
在
進
行
し
て
い
る
自
己
の
帰

国
の
行
為
の
悪
H
罪
性
も
言
及
さ
れ
て
も
い
な
い
。
す
べ
て
は
、
犯
し
た
罪
を
〈
嘆
く
〉
こ
と
で
免
罪
化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
て
、
〈
作
者
〉
の
語
り
の
戦
略
H

〈
「
余
」
の
手
記
の
構
造
〉

か
ら
く
る
必
然
の
結
果
で
も
あ
っ
た
。

き
て
、
こ
こ
で
、
読
み
手
に
何
が
要
請
さ
れ
て
い
る
か
語
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
語
り
手
「
余
」
の
語
り
の
歪
み
を

相
対
化
し
つ
つ
作
品
の
内
部
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

2 

自
我
の
組
み
替
え
ー
ー
青
年
期
の
〈
不
安
と
反
抗
〉
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太
田
豊
太
郎
は
、

ド
イ
ツ
に
向
か
う
以
前
、

ほ
と
ん
ど
「
学
問
」

一
筋
に
生
き
て
来
た
男
で
あ
っ
た
。
己
の
男
は
、
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「
旧
務
の
学
館
」
か
ら
「
予
備
毅
」
を
経
て
東
京
「
大
学
法
学
部
」
に
入
り
、
十
九
歳
で
卒
業
す
る
が
、
い
つ
も
「
一

級
の
首
」
の
成
績
を
残
し
、
さ
し
た
る
挫
折
を
ほ
と
ん
ど
経
験
し
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
大
学
を
卒
業
し
て
「
某
省
に

出
仕
」
す
る
が
、
そ
こ
で
も
「
官
長
の
覚
え
殊
」
の
外
よ
く
、
い
わ
ば
将
来
を
帰
望
さ
れ
た
若
き
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ

っ
た
。と

こ
ろ
で
、
母
を
田
舎
か
ら
呼
び
寄
せ
、
「
楽
し
き
年
を
送
」
っ
た
と
い
う
「
某
省
」
で
の
三
年
間
は
、
自
由
民
権

運
動
が
最
も
高
揚
す
る
時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
太
田
は
自
由
民
権
運
動
を
弾
圧
す
る
明
治
政
府
の
内
側
に
い
た
と
と

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
男
は
、
政
治
に
特
別
関
心
が
あ
っ
た
わ
げ
で
は
な
い
。
も
と
も
と
人
(
母
、
官
長
)
の
敷
い

た
路
線
を
た
だ
忠
実
に
実
行
し
て
生
き
る
「
所
動
的
、
器
械
的
の
人
物
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
「
一
課
の
事
務
を

取
り
調
べ
よ
」
と
い
う
某
省
の
命
を
受
け
た
の
も
そ
の
忠
実
な
勤
勉
さ
や
抜
群
の
言
語
能
力
が
買
わ
れ
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
た
し
か
に
太
田
に
は
「
今
の
世
に
雄
飛
す
べ
き
政
治
家
に
な
る
」
と
い
う
夢
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
は
「
梶
き
心
に
思
」
っ
た
と
い
う
程
度
の
も
の
で
、
基
本
的
に
は
母
の
敷
い
た
路
線
を
疑
う
こ
と
な
く
生
き

て
来
た
勤
勉
な
実
務
型
の
青
年
で
あ
り
、
外
部
の
血
生
臭
い
権
力
闘
争
と
は
無
縁
の
世
界
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

自
由
民
権
の
激
化
事
件
が
多
発
す
る
時
期
、
こ
の
男
は
、
「
官
命
」
を
う
げ
て
ド
イ
ツ
に
渡
っ
た
。

明
治
の
立
身
出
世
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
人
々
を
一
度
、
藩
、
身
分
の
制
度
か
ら
解
体
し
、
平
等
な
る
競
争
原

理
の
も
と
に
お
い
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
々
は
、
余
り
に
も
早
く
国
家
の
用

意
し
た
立
身
出
世
の
価
値
シ
ス
テ
ム
の
も
と
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
特
に
、
武
士
と
し
て
の
身
分
的
特

権
を
剥
奪
さ
れ
た
人
々
は
、
そ
の
特
権
的
な
身
分
意
識
を
立
身
出
世
に
よ
る
上
昇
性
の
う
ち
に
確
保
し
よ
う
と
し
た
。

武
士
と
し
て
の
名
誉
意
識
、
武
家
の
継
続
、
再
興
と
い
う
テ
!
?
は
新
し
い
立
身
出
世
的
秩
序
の
中
で
蘇
生
し
た
の
で

あ
る
。
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太
田
は
、
官
長
か
ら
洋
行
の
「
命
を
受
け
」
た
時
、
「
我
名
を
成
さ
む
も
、
我
家
を
興
さ
む
も
、
今
ぞ
と
お
も
ふ
心

の
勇
み
立
ち
」
「
五
十
を
除
え
し
母
に
別
る
〉
を
も
さ
ま
で
悲
し
と
は
思
は
ず
、
遥
々
と
家
を
離
れ
て
ベ
ル
リ
ン
の
都
」

に
向
か
う
決
意
を
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
ド
イ
ツ
に
勇
躍
し
た
太
田
の
「
我
」
は
、
武
士
身
分
意
識
を
抱
え
た
国
家
、

家
、
自
己
が
垂
直
に
無
媒
介
に
癒
着
、
一
体
化
し
て
い
る
、
い
わ
ば
共
同
体
内
自
他
未
分
意
識
を
基
底
に
し
た
立
身
出

世
主
義
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
太
田
は
、
某
省
の
役
割
が
近
代
国
家
の
法
制
の
整
備
・
研
究
に
あ

る
こ
と
を
よ
く
心
得
て
い
た
。
ド
イ
ツ
で
の
留
学
中
、
太
田
は
、
そ
の
限
定
さ
れ
た
〈
職
域
〉

H
任
務
に
忠
実
な
背
年

官
僚
と
し
て
「
官
事
」
の
ほ
か
心
は
動
か
さ
な
い
と
い
う
、
ま
さ
に
「
あ
だ
な
る
美
観
に
心
を
ば
動
さ
じ
の
誓
」
を
た

て
て
か
た
く
な
な
禁
欲
的
な
姿
勢
で
臨
み
、
「
三
年
ば
か
り
は
夢
の
如
く
」
生
き
た
。
そ
こ
に
、
東
洋
か
ら
き
た
自
信

満
々
の
一
官
僚
と
し
て
の
太
田
の
主
体
性
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。
後
に
、
語
り
手
の
「
余
」
は
、
自
分
に
「
勇
気
」
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
「
外
物
に
恐
れ
て
自
ら
わ
が
手
足
を
縛
せ
し
」
だ
け
だ
と
卑
下
し
、
「
合
歓
と
い
ふ
木
の
葉
に

似
て
、
物
触
れ
ば
縮
み
て
避
け
ん
と
す
」
る
「
処
女
に
似
た
」
心
、
「
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
」
こ
そ
「
我
本
性
」
と
自

意
識
薄
く
語
る
乙
と
に
な
る
の
だ
が
、
実
際
は
逆
で
、
自
信
過
剰
と
も
思
え
る
と
こ
ろ
が
太
田
に
は
随
所
に
見
ら
れ
る

の
だ
。
「
い
づ
く
に
て
い
つ
の
間
に
か
く
は
学
び
得
つ
る
と
聞
は
ぬ
こ
と
な
か
り
き
」
と
い
う
語
学
力
自
慢
も
そ
の
一

つ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
太
田
な
る
人
物
は
、
母
子
一
体
化
の
世
界
の
中
で
生
き
て
来
た
人
間
で
あ
っ
た
。

大
学
を
卒
業
し
、
ド
イ
ツ
に
留
学
し
た
時
も
、
こ
の
自
我
の
構
造
は
基
本
的
に
変
る
こ
と
は
な
く
、
母
子
な
ら
ぬ
官
長

と
の
一
体
化
の
中
で
生
き
て
い
た
。
こ
の
青
年
は
、
母
に
褒
め
ら
れ
る
こ
と
、
官
長
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
み
に
こ
こ

ろ
を
配
り
、
切
薩
琢
磨
し
て
生
き
て
き
た
。
自
己
の
欲
望
を
消
し
て
相
手
の
期
待
の
水
準
に
あ
わ
せ
る
こ
と
を
喜
び

(
自
己
実
現
)
と
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
自
己
の
欲
望
を
抑
圧
し
て
相
手
の
期
待
の
水
準
に
あ
わ
せ
る
と
い
う
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他
者
へ
の
無
媒
介
な
一
体
化
(
同
化
)
こ
そ
太
田
の
「
我
名
を
成
」
す
こ
と
が
「
我
家
を
輿
」
す
こ
と
で
も
あ
る
「
名

誉
」
「
栄
達
」
の
立
身
出
世
の
〈
道
〉
で
あ
り
、
太
田
と
い
う
男
の
自
我
の
型
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
太
田
は
、
ド
イ
ツ
で
の
「
三
年
」
と
い
う
時
間
の
経
過
の
中
で
、
こ
う
し
た
自
己
喪
失
が
自
己
実
現
で

あ
る
よ
う
な
他
者
へ
の
無
媒
介
な
一
体
化
(
同
化
)
の
自
我
の
在
り
方
に
懐
疑
の
目
を
も
ち
始
め
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

文
化
、
精
神
の
溢
れ
る
「
自
由
な
る
大
学
の
風
に
当
」
る
こ
と
で
太
田
は
「
ま
こ
と
の
我
」
と
い
う
観
念
を
獲
得
し
た

か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
観
念
に
よ
っ
て
今
ま
で
の
「
我
」
を
内
省
し
た
時
、
過
去
の
自
分
が
他
の
視
線
に
そ

っ
た
「
所
動
的
、
機
械
的
の
人
物
」
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
自
分
は
言
語
能
力
を
生
か
し
た
外
交
官
な
ら
い

ざ
し
ら
ず
「
政
治
家
」
に
も
「
法
律
家
」
に
も
む
か
な
い
人
間
で
は
な
い
か
と
思
い
は
じ
め
た
め
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
ま
こ
と
の
我
」
の
〈
発
見
v

を
、
太
田
が
近
代
的
な
自
我
、
す
な
わ
ち
い
か
な
る
も
の
の
庇

護
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
な
お
自
立
で
き
る
単
独
的
な
個
人
の
意
識
を
獲
得
し
た
、
あ
る
い
は
覚
醒
し
た
と
い
う
よ
う

に
過
大
に
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
。
太
田
は
、
ド
イ
ツ
に
来
て
、
は
じ
め
て
母
、
官
長
と
一
体
化
し
た
子
供
の
自
我
か

ら
大
人
の
自
我
へ
の
自
我
構
造
の
組
み
替
え
と
い
う
青
年
期
固
有
の
自
我
構
造
の
危
機
に
直
面
し
た
の
だ
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
本
当
の
自
分
と
は
何
か
、
ど
う
自
分
は
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
〈
自
我
〉

H

〈
進
路
〉
の
壁
に
ぶ
つ
か
っ

て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
、
太
田
の
ド
イ
ツ
で
の
青
春
(
自
我
)
の
初
復
、
青
年
期
特
有
の
反
抗
と
不
安
の
人
生
の
は
じ

ま
り
ー
ー
そ
の
現
れ
が
、
「
法
制
の
細
目
」
に
と
だ
わ
る
官
長
に
対
し
て
、
「
法
の
精
神
」
の
獲
得
こ
そ
大
切
で
あ
る
と

い
う
反
抗
で
あ
り
、
「
大
学
に
て
は
法
科
の
諸
経
を
余
所
に
し
て
、
歴
史
文
学
に
心
を
寄
せ
」
る
行
動
で
あ
り
、
あ
る

い
は
、
華
や
か
な
白
と
光
り
の
あ
ゃ
な
す
都
会
の
中
心
部
で
は
な
く
、
ど
こ
か
崩
れ
た
落
ち
ぶ
れ
た
暗
い
都
市
の
周
辺

部
へ
の
心
理
的
親
近
感
と
も
な
り
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
う
ら
ぶ
れ
た
路
地
の
空
間
に
た
た
ず
む
こ
と
で
心
の
平
穏
、

安
定
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
行
動
で
あ
っ
た
。
実
は
、
こ
の
延
長
線
で
太
田
と
エ
リ
ス
と
の
運
命
的
な
出
会
い
が
セ
ッ
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卜
さ
れ
た
の
だ
。
太
田
は
、
偶
然
、
そ
の
空
間
で
知
り
合
っ
た
不
幸
で
貧
し
い
ド
イ
ツ
の
一
少
女
に
「
憐
倒
の
情
」
を

抱
く
。
警
戒
心
を
な
く
し
て
エ
リ
ス
に
接
近
す
る
太
田
の
行
動
は
唐
突
の
感
じ
を
与
え
る
が
、
崩
れ
た
落
ち
ぶ
れ
た
都

市
の
周
辺
部
、
う
ら
ぶ
れ
た
路
地
の
空
間
へ
の
心
理
的
親
近
感
が
太
田
に
生
ま
れ
て
い
る
以
上
、
あ
る
意
味
で
当
然
の

《註

4》

成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
「
ま
こ
と
の
我
」
と
い
う
幻
想
に
取
り
溶
か
れ
て
母
と
の
距
離
を
と
り
は
じ

め
た
太
田
の
一
つ
の
反
抗
の
姿
で
も
あ
っ
た
。

「
歴
史
文
学
」
と
路
地
こ
そ
太
田
が
「
漸
く
腐
を
嶋
む
境
に
入
り
ぬ
」
空
間
で
あ
っ
た
。
日
本
で
自
由
民
権
の
政
治
の

季
節
を
素
通
り
し
た
こ
の
男
は
、
ド
イ
ツ
で
「
自
由
」
「
独
立
」
の
観
念
と
遭
遇
す
る
こ
と
で
「
ま
こ
と
の
我
」
な
る

観
念
を
獲
得
し
、
「
母
」
「
官
長
」
、
あ
る
い
は
〈
組
織
〉
か
ら
自
立
し
た
〈
本
当
の
自
分
探
し
v

に
向
か
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
太
田
の
〈
本
当
の
自
分
探
し
〉
は
、
「
母
」
「
官
長
」
と
癒
着
し
た
自
分
を
引
き
離
す
こ
と
で
あ
る
か
ら

当
然
そ
の
逸
脱
に
伴
う
試
練
が
待
ち
受
け
て
い
た
。
も
と
も
と
、
自
信
に
溢
れ
て
公
務
に
没
頭
す
る
太
田
の
生
活
ぷ
り

は
留
学
生
仲
間
の
妬
み
を
か
っ
て
い
た
が
、
今
、
「
ま
こ
と
の
我
」
の
観
念
を
獲
得
す
る
こ
と
で
留
学
生
仲
間
と
異
質

の
領
域
を
生
き
る
太
田
は
〈
い
じ
め
〉
の
対
象
と
な
り
、
事
実
、
不
行
跡
を
官
長
に
「
議
題
」
さ
れ
、
官
長
は
ま
た
、

自
己
の
路
線
、
指
示
に
ク
レ
ー
ム
を
つ
け
る
太
田
を
事
情
を
調
査
す
る
こ
と
も
な
く
免
官
の
処
置
を
取
り
、
組
織
か
ら

排
除
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
処
分
は
、
「
菟
罪
」
に
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
国
家
H
家
に
内

属
す
る
こ
と
で
あ
り
え
た
「
所
動
的
、
機
械
的
の
人
物
」
の
「
我
」
か
ら
離
陸
し
た
限
り
で
「
ま
こ
と
の
我
」
の
観
念

に
導
か
れ
た
〈
本
当
の
自
分
探
し
〉
の
行
動
が
必
然
的
に
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
試
練
で
あ
っ
た
。
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免
官
後
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「
ま
こ
と
の
我
」
と
い
う
観
念
を
所
有
し
た
太
田
に
対
し
て
「
官
長
」

H
国
家
は
免
官
と
い
う
か
た
ち
で
「
本
国
」
で

の
「
名
誉
」
「
栄
達
」
リ
立
身
出
世
の
〈
道
〉
を
閉
ざ
し
た
。
そ
れ
は
、
い
つ
も
「
一
級
の
首
」
を
走
っ
て
い
た
若
き

エ
リ
ー
ト
官
僚
で
あ
っ
た
太
田
の
初
め
て
の
挫
折
の
経
験
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
、
太
田
は
、
「
一
は
母
の
自

筆
、
一
は
親
戚
な
る
某
が
、
母
の
死
」
を
報
じ
た
書
状
を
手
に
し
て
い
る
。
「
我
が
ま
た
な
く
慕
ふ
母
」
の
自
筆
に
は
、

首
尾
よ
く
公
務
を
終
え
て
帰
国
す
る
孝
行
息
子
を
待
ち
望
む
年
老
い
た
母
の
心
情
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
、
母
の
死
は
解
放
よ
り
も
お
め
お
め
と
帰
国
で
き
な
い
太
田
の
心
的
状
況
を
つ
く
り
だ
し
た
は
ず
で
あ
る
。

「
こ
の
ま
〉
に
て
郷
に
か
へ
ら
ば
、
学
成
ら
ず
し
て
汚
名
を
負
ひ
た
る
身
」
と
な
り
、
家
名
を
汚
す
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
っ
た
。
「
母
」
の
手
紙
と
死
は
太
田
を
し
て
ド
イ
ツ
に
滞
留
さ
せ
る
大
き
な
理
由
と
な
っ
【
せ

そ
れ
に
し
て
も
、
免
官
と
「
母
」
の
死
に
あ
っ
た
こ
の
瞬
間
の
太
田
は
、
国
家
か
ら
弾
か
九
た
ば
か
り
か
家
(
母
)

の
庇
護
か
ら
も
投
げ
出
さ
れ
て
い
て
、
い
わ
ば
は
じ
め
て
単
独
的
に
世
界
と
向
か
い
あ
わ
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ

の
孤
独
を
抱
え
た
〈
流
離
人
〉
は
、
幸
運
と
い
う
べ
き
か
不
透
と
い
う
べ
き
か
す
ぐ
さ
ま
天
方
大
臣
の
「
秘
書
官
」
で

あ
る
友
人
相
沢
謙
吉
か
ら
「
通
信
員
」
の
仕
事
を
世
話
さ
れ
、
ま
た
、
エ
リ
ス
に
は
住
ま
い
を
提
供
さ
れ
る
こ
と
で

「
危
急
存
亡
」
を
し
の
ぐ
こ
と
に
な
る
。
太
田
は
、
女
に
溺
れ
た
男
と
い
う
最
大
の
屈
辱
的
な
汚
名
を
受
け
て
日
本
に

帰
る
に
帰
れ
な
い
状
況
を
抱
え
て
い
た
が
、
友
人
と
恋
人
の
二
人
の
庇
設
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
友
情
と
恋
の
空
間
を

セ
ッ
ト
さ
れ
る
こ
と
で
、
国
家
(
「
官
長
」
)
、
家
(
母
)
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
立
身
出
世
の
空
聞
か
ら
投
げ
出
さ
れ

な
が
ら
、
す
る
り
と
そ
こ
へ
転
移
す
る
こ
と
で
し
ば
ら
く
生
さ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
太
田
は
や

が
て
こ
の
二
人
の
「
恩
人
」
の
新
た
な
段
階
の
〈
友
情
〉
と
〈
愛
〉
の
展
開
に
よ
っ
て
こ
の
「
楽
し
い
」
空
聞
か
ら
引

き
裂
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

太
田
は
、
青
年
期
特
有
の
反
抗
と
不
安
の
中
で
ド
イ
ツ
少
女
エ
リ
ス
と
出
会
い
、
「
始
め
て
相
見
し
時
」
か
ら
「
愛
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す
る
情
」
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
憐
倒
の
情
」
か
ら
発
し
た
も
の
で
ま
だ
男
女
の
関
係
と
い
う
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
太
田
は
「
充
分
な
る
教
育
を
受
付
」
な
か
っ
た
エ
リ
ス
に
高
尚
な
文
学
を
読
ま
せ
、
「
言
葉
の
説
」
を

正
し
た
り
語
学
を
教
え
る
と
い
っ
た
「
痴
駿
な
る
歓
楽
」
「
師
弟
の
交
り
」
に
近
い
関
係
を
保
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

太
田
の
免
官
を
知
る
や
エ
リ
ス
は
、
太
田
の
身
の
不
幸
を
い
た
く
悲
し
み
、
同
情
し
、
母
に
雌
を
つ
い
て
も
太
田
の
危

急
を
救
お
う
と
し
、
居
場
所
を
与
え
る
こ
と
で
支
え
よ
う
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
支
え
は
、
エ
リ
ス
の
母
に
略
が

ば
れ
た
ら
す
ぐ
壊
れ
か
ね
な
い
ほ
ど
危
う
く
、
脆
弱
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
エ
リ
ス
の
愛
の
証
を
見
て
、

太
田
は
一
挙
に
「
愛
づ
る
心
」
か
ら
男
女
の
関
係
へ
と
踏
み
込
ん
で
い
っ
た
。
免
官
は
太
田
と
エ
リ
ス
と
の
関
係
を
一
・

挙
に
〈
男
〉
と
〈
女
〉
の
関
係
に
移
行
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
太
田
は
エ
リ
ス
の
家
に
「
寄
寓
」
し
、
同
楼
生
活
を
は

い
レ
仇
…

τ
。。

し
か
し
、
こ
の
同
楼
生
活
は
、
緊
急
避
難
的
要
素
が
強
く
、
太
田
自
身
浮
か
れ
て
ば
か
り
お
れ
な
い
空
間
で
あ
っ
た
。

実
際
、
「
本
国
」
で
の
立
身
出
世
の
〈
道
〉
を
喪
失
し
た
太
田
に
と
っ
て
、
ど
う
こ
れ
か
ら
こ
の
ド
イ
ツ
で
新
し
い
自

己
の
未
来
を
構
築
す
る
の
か
と
い
う
当
面
の
課
題
に
直
面
し
て
い
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
職
業
的
自
立
と
共
に
、

男
と
女
の
関
係
に
は
い
っ
た
そ
の
後
の
見
通
し
も
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
太
田
は
、
己
れ
の
脆
弱
な
「
通
信
員
」
と
し
て
の
生
活
基
盤
を
補
強
し
よ
う
と
し
た
形
跡
は
な
い
し
、
エ
リ
ス

と
の
聞
に
成
立
す
る
だ
ろ
う
新
し
い
関
係
|
|
〈
家
〉
の
問
題
|
|
に
つ
い
て
何
の
心
の
準
備
も
し
て
い
な
い
。
エ
リ

ス
と
の
愛
の
一
つ
の
必
然
と
し
て
エ
リ
ス
が
妊
娠
で
も
す
れ
ば
、
太
田
に
逃
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
責
任
が
生
じ
て
く

る
は
ず
で
あ
り
、
暖
昧
な
関
係
を
持
続
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
外
人
妻
を
感
性
が
容
認
す
る
か
ど

う
か
を
含
め
て
太
田
の
こ
れ
ま
で
の
「
我
」
1
i
l園
内
的
に
封
じ
込
ま
れ
た
価
値
(
幸
福
)
意
識
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
ー
1
L
を
根
本
的
に
組
み
直
し
、
観
念
と
し
て
の
「
ま
こ
と
の
我
」
の
実
質
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

1 <畷き〉の政治学 「舞姫j論3う
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っ
た
。
課
題
は
・
山
積
し
て
い
た
。
し
か
し
、
太
田
は
二
人
に
よ
っ
て
演
出
さ
れ
た
空
間
に
ほ
と
ん
ど
自
足
し
、
時
に
、

場
末
の
「
休
息
所
」
で
「
冷
む
る
」
コ
ー
ヒ
ー
畷
り
つ
つ
底
の
新
聞
紙
か
ら
情
報
を
得
て
い
る
「
日
本
人
」
で
あ
る
自

分
と
「
掌
上
の
舞
を
も
な
し
え
つ
べ
き
少
女
」
エ
リ
ス
と
の
物
珍
し
い
カ
ッ
プ
ル
を
意
識
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
新
婚

然
と
し
て
過
ご
し
、
「
憂
き
が
な
か
に
も
楽
し
き
月
日
」
を
享
受
し
て
い
た
。

一
体
、
相
沢
の
世
話
し
て
く
れ
た
ド
イ
ツ
の
「
政
治
、
学
芸
の
事
な
ど
を
報
道
」
す
る
「
通
信
員
」
の
仕
事
は
、
よ

く
物
を

w
書
く
。
人
た
る
太
田
の
得
意
と
す
る
分
野
で
あ
っ
た
。
太
田
は
「
我
学
問
は
荒
み
ぬ
」
と
嘆
き
つ
つ
も
喜
喜

と
し
て
「
通
信
員
」
の
仕
事
に
没
頭
し
て
い
た
。
こ
の
「
月
日
」
は
、
太
田
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
の
精
神
、
情
報
を
日

本
の
誰
に
も
負
け
な
い
ほ
ど
習
得
す
る
、
い
わ
ば
啓
蒙
知
識
人
と
し
て
の
実
質
を
獲
得
す
る
一
半
間
で
あ
っ
た
。
「
官

長
」
に
「
法
の
精
神
」
を
も
っ
て
異
議
を
唱
え
た
「
余
」
を
さ
ら
に
磨
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
狭
い
事
務
的
官
僚
で

は
な
く
、
広
い
知
識
、
教
養
を
身
に
つ
げ
た
啓
蒙
知
識
人
的
な
帽
の
広
が
り
こ
そ
、
免
官
か
ら
帰
国
ま
で
の
ド
イ
ツ
の

一
年
有
半
の
「
通
信
員
」
生
活
の
中
で
っ
か
ん
だ
太
田
豊
太
郎
の
実
質
で
あ
っ
た
。
皮
肉
に
も
友
情
と
愛
に
支
え
ら
れ

た
〈
空
間
〉
の
日
々
は
、
太
田
が
「
ま
こ
と
の
我
」
の
観
念
に
導
か
れ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
〈
知
〉
を
思
う
存
分
吸
収
す

る
時
間
で
し
か
な
か
っ
た
。

太
田
の
エ
リ
ー
ト
意
識
は
一
時
的
に
躍
欧
の
憂
き
目
に
会
う
が
、
最
終
的
に
崩
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
太
田
は

免
官
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
能
力
が
な
い
と
判
断
さ
れ
た
た
め
で
は
な
く
、
誤
解
に
も
と
づ
く
密
告
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
太
田
は
免
官
前
も
〈
知
〉
の
優
位
性
を
保
っ
て
い
た
が
、
免
官
後
も
、
狭
い
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
学
聞
は
す
た
れ

た
と
し
て
も
、
「
知
識
は
、
自
ら
綜
括
的
に
な
り
て
、
同
郷
の
留
学
生
な
ど
の
大
か
た
は
、
夢
に
も
知
ら
ぬ
境
地
に
到

り
ぬ
」
と
し
て
そ
の
〈
知
〉
の
優
位
性
は
い
さ
さ
か
も
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
に
天
方
伯
日
〈
も
う
一
つ
の
国

家
〉
か
ら
「
わ
れ
と
共
に
東
に
か
へ
る
心
な
き
か
」
と
誘
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
賓
主
の
聞
に
周
旋
し
て
事
を
緋
ず
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る
」
外
交
交
渉
過
程
で
の
太
田
の
秀
抜
な
言
語
能
力
、
手
腕
が
評
価
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
天
方
伯
が
大
日
本
帝
国
憲

法
発
布
直
前
の
「
故
郷
に
で
あ
り
し
こ
と
な
ど
を
挙
げ
て
余
の
意
見
を
問
」
う
ほ
ど
広
い
啓
蒙
的
な
知
識
を
太
田
が
有

し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
太
田
は
天
方
伯
の
描
く
こ
れ
か
ら
の
国
家
像
の
中
で
の
有
用
な
人
材
と
し
て
認
定

さ
れ
た
の
だ
。
ド
イ
ツ
滞
在
中
、
有
能
な
官
僚
と
い
う
レ
ベ
ル
で
の
太
田
の
自
信
は
い
さ
さ
か
も
壊
れ
る
こ
と
は
な
か

《詑
6
v

っ
ιた。

4 

明
治
二
十
一
年
の
冬
1
|
土
リ
ス
妊
娠
の
波
紋

一
八
八
八
(
明
治
二
十
二
年
の
冬
、
「
憂
き
」
よ
り
も
「
楽
し
き
」
に
重
点
が
あ
っ
た
太
田
の
「
憂
き
が
な
か
に

も
楽
し
き
月
日
」
は
終
濡
し
、
「
心
は
楽
し
か
ら
ず
」
の
「
憂
き
」
の
み
の
状
況
を
迎
え
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
エ

リ
ス
が
「
悪
阻
」
(
妊
娠
)
の
症
状
を
表
す
時
期
と
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
て
い
た
。
エ
リ
ス
の
妊
娠
を
契
機
に
、
同
棲
と

い
う
二
人
の
暖
昧
な
愛
の
関
係
の
清
算
が
迫
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
質
な
状
況
を
抱
え
は
じ
め
る
。
エ
リ
ス
は
、
妊
娠
を

起
点
に
し
て
新
し
い
〈
家
〉
の
幻
想
|
|
エ
リ
ス
と
そ
の
母
に
は
貧
し
さ
か
ら
の
脱
出
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た

ー
ー
を
も
ち
始
め
、
太
田
は
逆
に
、
定
職
の
な
い
「
覚
束
な
き
」
「
我
身
の
行
末
」
を
「
い
か
に
せ
ま
し
」
と
い
う
不

《盆
7
》

安
に
脅
え
る
こ
と
に
な
る
。

一
般
に
、
堕
胎
・
中
絶
が
道
徳
的
に
は
も
ち
ろ
ん
法
的
に
も
技
術
的
に
も
不
可
能
で
あ
る
時
、
女
の
妊
娠
は
今
日
で

は
考
え
ら
れ
ぬ
無
責
任
な
逃
げ
を
許
さ
ぬ
絶
対
的
な
拘
束
力
(
現
実
)
と
な
っ
て
男
の
前
に
立
ち
現
れ
て
く
る
。
と
り

わ
け
、
同
棲
中
の
男
女
に
と
っ
て
妊
娠
は
暖
昧
な
愛
の
関
係
の
清
算
、
解
除
を
促
す
も
の
と
し
て
機
能
し
て
く
る
こ
と

に
な
る
。
太
田
と
エ
リ
ス
の
場
合
、
ま
ず
エ
リ
ス
は
妊
娠
を
契
機
に
い
ち
早
く
「
機
株
」
製
作
に
励
み
、
や
が
て
「
正
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し
き
心
に
て
、
よ
も
あ
だ
し
名
を
ば
な
の
ら
せ
玉
は
じ
」
と
い
う
正
式
な
結
婚
を
迫
る
形
で
妊
娠
以
後
の
状
況
を
生
き

る
こ
と
に
な
る
。
妊
娠
し
た
女
の
ご
く
自
然
な
振
る
舞
い
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
太
田
の
場
合
は
全
く
逆
で
、
エ

リ
ス
が
避
け
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
新
し
い
〈
家
〉
の
シ
フ
ト
を
敷
け
ば
敷
く
ほ
ど
、
自
己
の
「
行
末
」
の
不
安
は
、
新
し

い
〈
家
〉
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
自
分
1
1
1
こ
の
地
に
縛
ら
れ
る
自
分
|
|
「
こ
の
広
漠
た
る
欧
州
大
都
の
人
の
海
に
葬

ら
れ
ん
」
と
す
る
異
国
で
埋
没
す
る
自
分
と
い
う
よ
う
に
「
埋
没
」
の
〈
不
安
と
恐
怖
V

に
駆
り
立
て
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
太
田
は
エ
リ
ス
妊
娠
以
後
、
〈
心
身
喪
失
〉
に
近
い
狼
狽
ぶ
り
を
対
人
関
係
に
お
い
て
示
す
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
心
因
は
、
速
く
こ
の
〈
新
し
い
家
H
異
国
へ
の
「
埋
没
」
〉
の
恐
怖
感
に
根
差
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
エ
リ
ス
の
妊
娠
|
|
正
式
な
結
婚
の
道
が
太
田
に
と
っ
て
自
滅
、
「
埋
没
」
と
い
う
恐
怖
の
道

な
の
か
。
実
際
、
エ
リ
ス
の
指
し
示
す
道
の
中
に
こ
そ
「
ま
こ
と
の
我
」
に
よ
る
〈
本
当
の
自
分
V

が
確
定
さ
れ
る
の

で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
の
時
の
太
田
に
は
エ
リ
ス
の
妊
娠
が
エ
リ
ス
と
共
に
生
き
ら
れ
る
と
い
う
〈
喜
び
V

と
は

な
ら
な
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
エ
リ
ス
の
妊
娠
の
可
能
性
さ
え
ま
と
も
に
考
え
た
こ
と
も
な
い
太
田
に
と
っ
て
妊
娠
は
青

天
の
鰐
鐙
で
あ
り
、
自
分
の
「
行
末
」
を
暗
く
す
る
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
。
一
体
、
妊
娠
は
男
と
女
が
各
自
ど

こ
に
自
分
の
夢
、
希
望
、
幸
福
、
生
き
が
い
を
定
め
て
い
る
か
を
瞬
時
に
照
ら
し
出
す
リ
ト
マ
ス
紙
の
よ
う
な
も
の
だ
。

エ
リ
ス
の
夢
、
希
望
、
幸
福
、
生
き
が
い
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
語
る
ま
で
も
な
い
が
、
太
田
の
そ
れ
は
全
く
異
な
る
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
エ
リ
ー
ト
官
僚
太
田
に
と
っ
て
エ
リ
ス
と
過
ご
し
た
同
棲
の
日
々
は
、
帰
国
し

た
く
と
も
帰
国
で
き
な
い
〈
迂
路
〉
の
時
間
で
し
か
な
か
っ
た
。
己
の
負
い
た
る
屈
辱
的
な
「
汚
名
」
を
何
ら
か
の
形

で
晴
ら
し
、
堂
々
と
帰
還
す
る
た
め
の
〈
猶
予
〉
の
時
間
で
あ
っ
た
。
「
汚
名
」
を
何
ら
か
の
形
で
晴
ら
し
て
帰
還
す

る
こ
と
こ
そ
実
は
太
田
の
第
一
義
の
夢
、
希
望
、
幸
福
、
生
き
が
い
で
あ
っ
た
。
太
田
が
エ
リ
ス
の
妊
娠
を
自
己
の
滅

び
、
「
埋
没
」
の
恐
怖
と
し
て
受
け
止
め
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
エ
リ
ス
妊
娠
は
、
太
田
の
心
の
所
在
が
本
当
の
と
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こ
ろ
ど
こ
に
あ
っ
た
か
を
最
も
鮮
や
か
に
照
ら
し
だ
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

「
明
治
廿
一
年
の
冬
は
来
に
け
り
。
」

エ
リ
ス
の
妊
娠
に
よ
っ
て
自
滅
、
「
埋
没
」
か
日
本
へ
の
帰
還
か
で
揺
れ
は
じ
め
た
太
田
豊
太
郎
の
前
に
、
日
本
か

ら
二
人
の
男
が
「
本
国
」

H
国
家
を
背
負
っ
て
ベ
ル
リ
ン
に
や
っ
て
く
る
「
年
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
り
本
質
的
に

は
、
古
き
「
我
」
か
ら
自
立
せ
ん
と
し
た
太
田
の
「
ま
こ
と
の
我
」
が
、
エ
リ
ス
と
の
〈
家
〉
の
構
築
の
中
に
そ
の
着

地
点
を
み
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
帰
国
を
拒
否
し
た
「
郷
」
「
本
国
」

U
国
家
と
再
び
新
し
い
関
係
を
取
る
こ
と
で
軟

着
陸
を
開
始
し
よ
う
と
し
た
〈
転
向
〉
の
「
年
」
で
あ
っ
た
。

エ
リ
ス
が
つ
わ
り
で
寝
込
ん
で
い
る
日
曜
日
、
太
田
の
運
命
を
左
右
す
る
一
通
の
書
状
が
届
い
た
。
友
人
相
沢
が
天

方
大
臣
に
随
行
し
て
ベ
ル
リ
ン
に
や
っ
て
き
た
こ
と
、
大
臣
が
会
い
た
い
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、
「
汝
が
名
誉
を
快
復

す
る
も
此
時
に
あ
る
べ
き
ぞ
」
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
友
人
相
沢
の
狙
い
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
太
田

を
大
臣
に
会
わ
せ
、
仕
事
を
さ
せ
、
そ
の
有
能
ぶ
り
を
も
っ
て
再
び
官
僚
の
道
へ
と
つ
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
エ
リ
ス
は
相
沢
の
天
方
大
臣
に
会
わ
せ
る
と
い
う
計
ら
い
を
一
方
で
喜
び
な
が
ら
も
、
早
く
も
「
縦
令

富
貴
に
な
り
玉
ふ
日
は
あ
り
と
も
、
わ
れ
を
ば
見
棄
て
玉
は
じ
。
我
病
は
母
の
宣
ふ
如
く
な
ら
ず
も
。
」
と
念
を
お
し

て
い
る
。
太
田
は
エ
リ
ス
の
危
倶
を
軽
く
「
微
笑
」
し
て
取
り
合
わ
な
い
が
、
事
態
は
、
エ
リ
ス
が
直
感
し
た
「
見
棄

て
」
る
方
向
で
動
い
て
行
く
。

相
沢
は
、
「
学
識
あ
り
、
才
能
あ
る
も
の
が
、
い
つ
ま
で
か
一
少
女
の
情
に
か
〉
づ
ら
ひ
て
、
目
的
な
き
生
活
を
な

す
べ
き
」
か
と
聞
い
、
「
意
を
決
し
て
断
て
と
」
太
田
に
忠
告
し
た
。
日
本
の
国
家
の
内
側
で
自
己
の
「
学
識
」
「
才
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能
」
を
発
揮
す
る
こ
と
が
〈
男
〉
の
「
目
的
」

H

〈
意
味
〉
あ
る
生
活
だ
と
考
え
て
い
る
相
沢
か
ら
す
れ
ば
、
太
田
の

今
の
生
活
は
、
「
一
少
女
の
情
に
か
〉
づ
ら
ひ
て
、
目
的
な
き
生
活
」
を
す
る
も
の
と
し
て
見
え
て
い
た
。
相
沢
は
、

「
ま
こ
と
の
我
」
に
目
覚
め
た
結
果
と
し
て
太
田
の
〈
現
在
V

が
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
、
ま
た
、
エ
リ
ス
の
愛
も
「
人

材
を
知
り
て
の
乙
ひ
に
あ
ら
ず
」
し
て
「
慣
習
と
い
ふ
一
種
の
惰
性
よ
り
生
じ
た
交
」
わ
り
程
度
の
認
識
で
あ
っ
た
。

そ
の
限
り
で
言
え
ば
、
相
沢
は
、
太
田
の
何
も
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
た
だ
、
〈
新
し
い
家
H
異
国
へ
の

「
埋
没
」
〉
の
恐
怖
感
に
翻
弄
さ
れ
た
太
田
は
、
相
沢
の
示
し
た
「
方
銀
」
に
嬬
り
な
が
ら
も
従
ぃ
、
エ
リ
ス
と
の
「
情

縁
を
断
た
ん
と
約
」
束
し
て
し
ま
う
。

た
し
か
に
、
太
田
は
こ
の
段
階
で
も
、
「
棄
て
難
き
は
エ
リ
ス
が
愛
」
と
い
い
、
「
今
の
生
活
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

相
沢
の
示
し
た
「
方
銀
」
が
絶
対
的
だ
と
確
信
し
て
従
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
W
う
自
己
の
本
心
を
隠

し
、
ま
た
、
エ
リ
ス
の
妊
娠
と
い
う
重
大
な
事
柄
を
一
言
も
相
沢
に
話
す
こ
と
も
な
く
約
束
し
て
し
ま
っ
た
背
後
に
は
、

大
田
の
埋
没
の
恐
怖
が
強
く
働
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
太
田
の
性
向
に
は
、
他
者
の
期
待
の
水
準
に
自
己
を

【注

8】

合
わ
せ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
と
で
の
太
田
の
同
化
は
、
語
り
手
「
余
」
の
言
う
「
友
に
対
し
て

否
と
は
え
対
へ
ぬ
」
心
の
弱
さ
か
ら
そ
う
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
相
沢
が
埋
没
の
不
安
、
恐
怖
か
ら
救
済
し
て

く
れ
る
相
手
た
り
え
た
か
ら
こ
そ
そ
う
し
た
の
だ
と
考
え
た
い
。
こ
れ
は
、
天
方
大
臣
に
対
す
る
太
田
の
対
応
の
場
合

も
同
様
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
か
ら
相
沢
や
天
方
大
臣
に
「
未
来
の
望
み
を
繋
ぐ
」
明
瞭
な
計
算
が
太
田
に
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
は
エ
リ
ス
や
そ
の
母
の
方
が
ず
っ
と
シ
ビ
ア
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
太
田
が
相
沢
や
天

方
大
臣
の
悪
魔
の
さ
さ
や
き
に
応
じ
た
の
は
、
応
じ
る
太
田
の
側
の
心
の
迷
い
、
空
白
、
隙
問
、
す
な
わ
ち
〈
「
埋
没
」

の
恐
怖
感
〉
が
あ
っ
た
か
ら
で
、
太
田
に
そ
ん
な
も
の
が
微
塵
も
な
げ
れ
ば
妊
娠
の
件
を
隠
す
必
要
も
な
く
、
そ
も
そ

も
過
剰
な
エ
リ
ス
の
引
き
留
め
策
な
ど
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
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相
沢
は
太
田
の
転
向
を
唆
し
た
立
役
者
で
は
な
い
。
太
田
の
内
部
に
転
向
に
応
じ
る
も
の
が
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い

て
、
相
沢
は
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
転
向
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
携
え
て
ド
イ
ツ
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
乙
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
太
田
が
、
「
芝
居
に
出
入
し
て
、
女
優
と
交
」
わ
っ
た
た
め
に
「
官
を
免
じ
」
「
職

を
解
」
か
れ
た
官
僚
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
男
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
太
田
を
官
僚
に
復
帰
さ
せ
る

た
め
に
は
、
レ
ッ
テ
ル
に
ま
つ
わ
る
一
切
の
不
利
な
情
報
を
す
べ
て
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
消
去
し
て
お
く
こ
と
が
絶

対
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
ク
リ
ヤ
1
し
な
け
れ
ば
、
一
度
、
免
職
さ
れ
た
男
の
復
帰
は
い
か
に
有
能
で
あ
ろ
う
と

も
難
し
い
と
い
う
の
が
常
識
で
あ
ろ
う
。
天
方
大
臣
も
こ
の
太
田
に
は
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
に
は
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。

こ
う
し
て
、
太
田
は
友
人
相
沢
の
忠
告
に
従
い
、
エ
リ
ス
と
の
決
別
を
約
束
、
ま
た
、
天
方
伯
の
帰
国
へ
の
薦
め
に
も

応
じ
て
い
く
。
そ
し
て
つ
い
に
は
、
エ
リ
ス
を
し
て
「
我
豊
太
郎
ぬ
し
、
か
く
ま
で
に
我
を
ぱ
欺
き
玉
ひ
し
か
」
と
呪

い
の
言
葉
を
吐
か
せ
、
発
狂
へ
と
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

5 

国
家
の
八
外
〉

に
出
ら
れ
ぬ
日
本
人
男
性
の
悲
劇
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エ
リ
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
思
恵
に
浴
し
た
女
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
弾
か
れ
た
女
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
エ
リ
ス
と
そ
の
母
は
、
逆
境
に
あ
る
日
本
人
太
田
と
の
偶
然
の
関
係
を
通
し
て
ド
イ
ツ
市
民
社
会
へ
の
復
帰
の
幻

想
を
持
ち
は
じ
め
た
。
と
り
わ
け
、
太
田
の
免
官
後
に
生
じ
た
関
係
の
深
ま
り
は
父
H

「
エ
ル
ン
ス
ト
・
ワ
イ
ゲ
ル

ト
」
を
な
く
し
て
屈
辱
的
な
人
生
を
強
い
ら
れ
た
エ
リ
ス
を
し
て
そ
こ
か
ら
の
脱
出
願
望
を
よ
り
強
め
て
い
っ
た
。
妊

娠
は
そ
う
し
た
幻
想
、
願
望
の
一
つ
の
現
実
化
の
表
れ
で
あ
り
、
エ
リ
ス
が
新
し
い
〈
家
〉
の
問
題
に
真
剣
に
な
る
の

は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
の
真
剣
さ
は
産
む
決
意
だ
け
で
な
く
、
「
母
と
は
い
た
く
争
」
い
、
母
を
ド
イ
ツ
に
残
し
て
、
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一
緒
に
日
本
へ
帰
っ
て
も
よ
い
と
ま
で
決
意
さ
せ
て
い
た
。
そ
こ
に
、
「
一
輸
の
名
花
」
と
し
て
の
「
少
女
」
で
は
な

く
、
通
俗
的
な
エ
リ
ス
リ
娼
婦
説
を
超
え
た
、
ま
さ
に
新
し
い
〈
家
V

を
構
築
し
よ
う
と
い
う
明
瞭
な
主
体
性
を
も
っ

た
〈
女
〉
と
し
て
の
エ
リ
ス
が
い
る
。
エ
リ
ス
は
太
田
を
ド
イ
ツ
に
「
愛
も
て
繋
ぎ
留
め
」
ょ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
ま
た
、
「
君
が
世
に
出
で
玉
は
ん
日
」

H

〈
出
世
〉
を
邪
魔
し
よ
う
と
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
太
田
が
「
世
に
出
」

る
た
め
に
「
東
に
還
り
玉
は
ん
」
こ
と
も
了
解
の
内
に
あ
っ
た
の
だ
。
エ
リ
ス
は
太
田
の
愛
の
実
行
H

〈
家
〉
を
熱
望

す
る
女
と
し
て
あ
り
つ
づ
け
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

一
方
、
太
田
は
、
「
機
裸
」
を
記
号
化
し
て
迫
っ
て
来
る
エ
リ
ス
の
新
し
い
〈
家
V

の
承
認
に
つ
い
て
は
自
己
の
コ

メ
ン
ト
を
回
避
し
、
「
頭
を
垂
れ
」
る
だ
け
で
一
貫
し
て
暖
昧
な
態
度
を
取
り
続
け
た
。
裏
で
エ
リ
ス
切
り
捨
て
の
官
封

切
り
行
動
を
す
で
に
実
行
し
て
い
る
以
上
、
殴
昧
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
太
田
の
犯
罪
性
は
、
そ
の

裏
切
り
を
「
特
操
な
き
心
」
と
自
覚
し
な
が
ら
、
そ
の
事
実
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
い
た
る
悩
み
を
エ
リ
ス
に
語
る
こ
と

な
く
、
む
し
ろ
、
エ
リ
ス
に
幻
想
を
持
た
せ
続
け
る
か
の
よ
う
な
行
為
(
「
抱
き
」
し
め
る
)
を
し
て
い
る
と
い
う
そ

の
分
裂
的
な
破
廉
恥
さ
に
こ
そ
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
太
田
は
、
つ
い
に
「
免
す
べ
か
ら
ぬ
罪
人
」
と
自
覚
し
た
後
も
人

事
不
省
に
陥
る
こ
と
で
〈
裏
切
り
〉
の
事
実
を
告
白
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
こ
と
に
、
「
か
く
ま
で
に
」
エ
リ
ス

を
「
欺
き
」
通
し
た
の
で
あ
る
。
エ
リ
ス
を
発
狂
に
い
た
ら
し
め
た
の
は
、
こ
の
太
田
の
「
欺
き
」
の
深
き
で
あ
っ
た
。

新
し
い
〈
家
〉
|
|
こ
こ
に
エ
リ
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
す
べ
て
が
か
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
ま
さ

し
く
一
つ
の
幻
想
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
、
そ
の
幻
想
と
一
体
で
あ
っ
た
エ
リ
ス
の
精
神
の
働
き
も
ま
た

崩
壊
し
た
の
で
あ
っ
た
。

太
田
は
、
別
に
法
律
的
に
規
制
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
エ
リ
ス
H
外
人
妻
と
の
新
し
い
〈
家
〉
|
|
国
家
、

家
の
枠
を
越
え
た
〈
家
〉
|
|
に
自
分
な
り
の
夢
、
幸
福
、
希
望
、
生
き
が
い
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
ζ

と
が
で
き
な
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か
っ
た
。
指
摘
し
て
き
た
よ
う
に
全
く
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
太
田
が
直
面
し
て
い
た
の
は
、
国
家
の

枠
の
外
で
生
さ
る
こ
と
の
困
難
性
で
あ
っ
た
。
現
象
的
に
は
、
「
故
郷
を
憶
ふ
念
と
栄
達
を
求
む
る
心
」
と
エ
リ
ス
の

「
愛
」
に
引
き
裂
か
れ
て
何
の
態
度
決
定
を
下
せ
ぬ
ま
ま
人
事
不
省
に
陥
っ
て
い
く
の
が
太
田
と
い
う
男
の
姿
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
は
、
一
国
主
義
的
な
上
昇
H
価
値
、
幸
福
、
生
き
が
い
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
ぬ
日
本
人
の
惨
め
き
で
あ
っ
た
。
太
田
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
日
本
人

の
惨
め
さ
、
そ
れ
故
の
苦
悩
を
エ
リ
ス
に
語
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
結
果
的
に
よ
り
ひ
ど
い
悲
劇
を
生
み
出

し
て
い
っ
た
わ
付
だ
が
、
太
田
は
犯
し
て
い
る
罪
よ
り
も
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
か
生
き
ら
れ
ぬ
自
己
を
〈
恥
〉
と
し
て

意
識
し
て
お
り
、
そ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
は
余
り
に
も
恥
辱
に
す
ぎ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
ェ
リ
ス
は
、
新
し

い
愛
の
事
態
を
前
に
し
て
の
日
本
人
男
性
の
醜
態
、
国
家
の
枠
に
揚
め
捕
ら
れ
た
価
値
(
幸
福
)
意
識
の
偏
狭
さ
と
そ

れ
故
の
苦
し
み
が
全
く
見
え
な
か
っ
た
し
、
太
田
は
ま
た
、
エ
リ
ス
が
発
狂
す
る
こ
と
で
永
久
に
謝
罪
の
機
会
を
失
っ

た
の
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
「
こ
〉
ろ
」
の
「
先
生
」

H

「
私
」
が
K
の
自
殺
に
よ
っ
て
永
久
に
謝
罪
の
機
会
を
失
っ

た
よ
う
に
で
あ
る
。

太
田
は
、
恥
H
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
裏
切
り
の
罪
意
識
を
抱
え
込
ん
だ
ま
ま
日
本
へ
と
帰
還
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

語
り
手
「
余
」
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
獲
得
し
た
「
ま
こ
と
の
我
」
な
る
観
念
は
「
足
を
縛
し
て
放
た

れ
し
鳥
の
し
ば
し
羽
を
動
か
し
て
自
由
を
得
た
り
と
誇
り
し
」
た
だ
の
観
念
で
し
か
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
鴎
外
が

エ
リ
l
ゼ
事
件
で
味
わ
っ
た
恥
辱
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
一
国
主
義
的
な
上
昇
H

価
値
、
幸
福
、
生
き
が
い
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
枠
の
中
で
自
分
も
ま
た
深
く
「
縛
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
悲
し
い

痛
切
な
自
覚
で
あ
っ
た
。
実
は
こ
の
時
、
そ
う
い
う
空
間
で
生
き
ざ
る
を
え
な
い
自
己
、
お
よ
び
日
本
が
真
実
〈
発

見
〉
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
太
田
に
お
け
る
〈
本
当
の
自
分
探
し
〉
は
、
「
ま
こ
と
の
我
」
な
る
観
念
に
よ
っ
て
一
度
、
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「
母
」
「
官
長
」
か
ら
切
り
放
し
た
自
己
が
、
改
め
て
「
母
」
「
官
長
」
の
む
こ
う
に
あ
る
日
本
、
国
家
と
再
合
流
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
過
程
で
太
田
に
生
じ
て
い
た
ド
ラ
?
と
言
え
ば
、
西
洋
日
優
、
日
本
H
劣
の
図
式
の

内
面
化
で
あ
っ
た
。

乙
れ
が
、
自
由
民
権
で
揺
れ
、
そ
し
て
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
る
と
い
う
日
本
の
激
動
の
五
年
聞
を
〈
空

白
〉
に
し
て
ド
イ
ツ
で
生
き
た
太
田
の
主
体
の
全
容
で
あ
っ
た
。
乙
の
男
が
啓
蒙
知
識
人
的
〈
官
僚
〉
と
し
て
帰
国
し
、

形
式
主
義
的
な
近
代
化
を
推
進
す
る
「
官
長
」
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
そ
の
啓
蒙
知
識
人
的
〈
知
〉
を
発
揮
し
て
い
く
だ

ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
天
方
大
臣
、
あ
る
い
は
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
こ
の
日
本
、
及

び
日
本
人
の
限
界
を
と
ζ

と
ん
知
り
抜
い
た
男
の
屈
折
を
こ
そ
有
用
と
し
て
許
容
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
乙
の
啓

蒙
知
識
人
的
な
新
官
僚
が
ど
の
よ
う
な
戦
い
を
す
る
に
せ
よ
、
〈
立
身
出
世
〉
と
い
う
一
国
主
義
的
な
上
昇
H
価
値
、

幸
福
、
生
き
が
い
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
枠
内
で
の
自
分
を
選
択
し
た
以
上
、
そ
の
戦
い
は
、
そ
の
枠
内
で
の
改
革

に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
ま
た
自
明
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
舞
姫
」
の
最
大
の
事
件
と
は
、
語
り
手
「
余
」
が
、
ド
イ
ツ
で
の
太
田
豊
太
郎
の
物

語
|
|
〈
立
身
出
世
〉
と
い
う
一
国
主
義
的
な
上
昇
H
価
値
、
幸
福
、
生
き
が
い
と
す
る
自
我
構
造
に
呪
縛
さ
れ
て
国

家
の
〈
外
〉
に
出
ら
れ
な
か
っ
た
男
の
物
語
ー
ー
ー
を
太
田
H
出
世
H
悪
、
エ
リ
ス
H
愛
H
善
の
ニ
項
対
立
的
観
念
、
構

図
の
生
成
に
よ
っ
て
嘆
き
の
美
学
へ
と
回
収
し
、
結
果
的
に
そ
の
敗
北
の
本
質
的
意
味
を
隠
蔽
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

点
に
こ
そ
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
「
余
」
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
官
僚
と
し
て
リ
パ
イ
パ
ル
す
る
自
己
の
行
為
と

存
在
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
是
認
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
是
認
は
〈
作
者
〉
の
覚
悟
の
選
択
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、

い
ず
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
本
書
「
I
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
近
代
日
本
人
の
自
我
の
問
題
を
そ
の
本
質
的
な
と
こ
ろ

で
考
察
す
る
機
会
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
、
日
本
の
近
代
文
学
は
そ
の
出
発
点
に
お
い
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て
、
最
も
日
本
人
に
と
っ
て
根
本
的
な
自
我
の
テ
l
?
を
切
り
捨
て
る
方
向
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
こ
こ
で
生
成
し
た
出
世
と
恋
愛
の
二
項
対
立
観
念
は
、
た
と
え
そ
れ
が
立
身
出
世
の
社
会
秩
序
に
生
き
る
通
過
儀

礼
H

〈
清
め
〉
の
儀
式
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
や
が
て
政
治
と
文
学
と
い
う
巨
大
な
二
項
対
立
観
念
へ
と
発
展
し
、
結

局
、
出
世
あ
る
い
は
政
治
を
悪
と
し
て
分
析
・
批
評
の
対
象
か
ら
免
除
し
、
そ
の
実
、
日
本
人
の
近
代
の
主
題
e
l
l
-

圏
内
に
自
問
す
る
立
身
出
世
的
自
我
と
そ
の
感
性
の
変
廿
平
ー
ー
か
ら
限
り
な
く
遁
走
す
る
と
い
う
不
幸
な
道
筋
を
つ
け

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

森
鴎
外
の
生
地
津
和
野
に
は
石
見
の
国
の
人
と
し
て
生
き
た
彼
H

「
森
林
太
郎
」
の
基
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
結
局
、

近
代
的
自
我
な
ど
と
は
無
縁
に
生
き
て
し
ま
っ
た
「
余
」

H
自
己
へ
の
痛
切
な
自
己
認
識
(
反
省
)
が
刻
印
さ
れ
て
い

。
司令

注
l

山
固
有
策
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
舞
姫
」
論
を
監
理
し
た
「
舞
姫
」
(
「
国
文
学
』

mm
・
-
学
燈
社
)
の
中
で
、
替
え
ど
ん
な
に
作

品
論
的
に
自
立
し
た
と
し
て
も
「
舞
姫
」
の
「
自
伝
性
」
は
「
根
が
深
」
く
、
そ
こ
へ
の
留
意
を
促
し
て
い
る
。

注
2

こ
の
点
に
つ
い
て
は
早
く
三
好
行
雄
の
「
過
去
の
時
聞
を
変
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
の
自
明
の
理
が
、
小
説
の
構
造
を
決

定
し
て
い
る
」
(
「
「
舞
姫
」
・
そ
の
前
後
」
三
好
行
雄
著
作
集
第
二
巻
「
森
鴎
外
・
夏
目
激
石
」

m
・
4

筑
摩
智
一
一
屑
)
と
の
指
摘
が
あ

り
、
最
近
で
は
松
沢
和
宏
が
、
「
忘
却
の
メ
モ
ワ
l
ル
|
|
「
舞
姫
」
の
生
成
論
的
読
解
の
試
み
|
|
」
(
『
文
学
」
第
八
巻
第
三
号

幻
・
夏
、
岩
波
書
庖
)
の
中
で
、
「
舞
姫
」
に
は
も
と
も
と
「
過
去
の
精
神
的
外
傷
の
生
々
し
い
官
接
性
を
回
避
し
」
「
過
去
を
回
想
す

る
物
語
」
の
中
に
「
溶
解
」
さ
せ
る
と
い
う
「
防
衛
機
制
と
し
て
の
メ
モ
ワ
l
ル
(
記
憶
H
回
想
的
手
記
)
の
戦
略
」
が
あ
っ
た
と
練

密
な
分
析
を
し
て
い
る
。

注
3

こ
れ
ま
で
、
「
舞
姫
」
は
、
近
代
的
自
我
の
覚
醒
と
挫
折
、
あ
る
い
は
「
愛
を
も
裏
切
っ
て
、
国
家
と
の
関
係
に
生
き
ざ
る
を
え

な
い
明
治
知
識
人
の
宿
命
」
(
三
好
行
雄
、
前
出
)
の
物
語
、
あ
る
い
は
「
昨
裂
す
る
「
世
界
都
市
」
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
異
国
の
背
年
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の
も
の
が
た
り
」
(
前
回
愛
『
都
市
空
間
の
文
学
」
位
・
ロ
筑
摩
書
房
)
と
し
て
読
ま
れ
た
り
、
さ
ら
に
は
太
田
豊
太
郎
と
エ
リ
ス

を
そ
れ
ぞ
れ
の
属
す
る
文
化
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
「
東
西
の
異
な
る
文
化
の
男
女
の
愛
(
自
我
)
の
相
克
が
描
か
れ
た
作
品
」
(
田
中

実
「
多
層
的
意
識
構
造
の
な
か
の
〈
劇
作
者
〉
|
|
森
鴎
外
『
舞
姫
」
」
『
小
説
の
力
」
%
・

2

大
修
館
書
居
)
と
し
て
読
ま
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
ハ
読
み
V

は
い
さ
さ
か
好
意
的
す
ぎ
る
読
み
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

注
4

前
回
愛
の
「
B
E
R
L
I
N
-
8
8
8
」
(
前
出
合
所
収
)
で
は
「
ク
ロ
ス
テ
ル
巷
の
界
限
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
回
復

す
る
や
す
ら
ぎ
の
場
と
し
て
の
意
味
」
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

注
5

宗
像
和
重
は
、
「
森
鴎
外
作
「
舞
姫
」
|
|
母
の
「
諌
死
」
を
め
ぐ
っ
て
の
再
説
|
|
」
(
『
国
語
教
室
」
六

O
号
、
引
・

2

大
修

館
書
庖
)
の
中
で
、
手
紙
の
内
容
は
「
諌
言
と
叱
貨
で
は
な
く
、
怒
愛
と
祝
福
」
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

注
6

こ
の
占
に
つ
い
て
、
大
屋
幸
世
は
「
「
舞
姫
」
の
一
面
」
(
『
国
文
学
』
但
・
日
至
文
堂
)
の
中
で
「
余
」
の
「
ハ
弱
性
V

と
い
う

性
格
」
と
ア
ン
ピ
パ
レ
ン
ツ
の
関
係
に
あ
る
「
〈
自
負
〉
の
念
」
を
問
題
に
し
て
い
て
示
唆
的
で
あ
る
。

注
7

斎
藤
美
奈
子
は
「
妊
娠
小
説
」
(
剖
・

6

筑
摩
吉
一
一
郎
)
の
中
で
「
舞
姫
」
は
「
は
じ
め
て
「
男
に
-
つ
て
の
妊
娠
」
と
い
う
事

態
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
」
作
品
だ
と
す
る
大
変
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

注
8

こ
の
点
に
つ
い
て
田
中
実
(
前
出
)
は
、
太
田
の
「
擬
態
化
」
「
擬
態
的
対
応
」
を
問
題
に
し
て
、

抱
え
る
太
田
を
問
題
に
し
て
い
る
。

キ
本
文
引
用
は
、
「
鴎
外
選
集
』
(
岩
波
書
庖
)
第
一
巻
「
舞
姫
」
に
よ
る
。
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さ
ら
に
「
空
白
的
自
己
」
を




