
〔
一
〕

広
津
和
郎
は
最
初
《
評
論
家
と
し
て
出
発
し
た
が
大
正
六
年
十
月
、
「
中

央
公
論
」
に
「
神
経
病
時
代
」
を
発
表
し
て
作
家
に
転
じ
、
以
来
「
松
川

事
件
」
の
今
日
ま
で
ほ
ぼ
五
十
年
近
く
作
家
生
活
を
続
け
て
い
る
。

こ
こ
で
は
広
津
和
郎
の
五
十
年
近
く
の
作
家
生
活
の
中
で
、
大
正
六
年

の
「
神
経
病
時
代
」
か
ら
大
正
十
年
の
「
感
情
衰
弱
者
」
頃
ま
で
の
初
期

の
作
品
を
問
題
に
し
て
み
た
い
。
そ
の
時
期
が
広
津
和
郎
の
作
家
活
動
の

中
で
も
っ
と
も
密
度
の
高
い
、
集
約
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
と
思
う
か
ら
だ
。

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
時
期
に
お
け
る
広
津
和
郎
の
作
品
の
主
題
は
、
性

格
破
産
者
の
悲
劇
で
あ
る
が
、
性
格
破
産
者
と
は
い
っ
た
い
何
者
で
あ
ろ

う
か
。
「
ロ
シ
ア
文
学
や
二
葉
亭
の
作
に
登
場
す
る
余
計
者
の
後
喬
」
で

あ
り
、
「
資
本
主
義
文
化
に
引
裂
か
れ
た
人
間
像
」
と
い
う
の
は
文
学
史

の
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
性
格
破
産
者
は
広
津
和
郎
の
い
か
な
る

意
識
構
造
に
よ
っ
て
生
成
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
品
を
通
し
て

広
津
和
郎
論

広
津
和
郎
論

ｌ
初
期
作
品
に
見
ら
れ
る
性
格
破
産
者
に
つ
い
て
Ｉ

’

広
津
和
郎
の
文
学
的
出
発
は
同
人
雑
誌
「
奇
蹟
」
（
大
正
元
年
九
月
’
二

年
五
月
）
へ
の
参
加
に
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
文
壇
的
出
発
は
大
正
六
年
の

「
神
経
病
時
代
」
に
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
「
師
崎
行
」
「
や

も
り
」
「
死
児
を
抱
い
て
」
「
波
の
上
」
「
感
情
衰
弱
者
」
な
ど
を
書
い

た
四
年
間
の
初
期
作
品
に
見
ら
れ
る
傾
向
は
、
広
津
和
郎
自
身
も
言
う
よ

註
⑩

う
に
〃
性
格
破
産
者
″
と
い
う
こ
と
ば
で
概
念
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

〃
性
格
破
産
者
″
と
は
広
津
和
郎
の
こ
と
ば
に
よ
る
と
、
「
罪
と
罰
」
の

註
②

老
官
吏
マ
ル
メ
ラ
ド
フ
の
よ
う
な
人
間
、
つ
ま
り
「
性
格
の
破
産
に
あ
っ

註
③

て
、
神
経
の
暗
示
の
ま
ま
に
。
へ
ら
。
へ
ら
と
紙
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
」
人

間
で
あ
る
。
善
人
で
は
あ
る
が
、
気
が
弱
い
ゆ
え
に
思
惟
し
な
が
ら
も
行

動
に
移
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
不
幸
な
人
間
で
あ
る
。

二
七

性
格
破
産
者
の
実
体
を
明
確
に
さ
せ
な
が
ら
、
広
津
和
郎
の
文
学
主
体
と

関
連
さ
せ
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

〔
一
一
〕

橋
本
雄
二



こ
の
性
格
破
産
者
を
明
確
に
す
る
た
め
に
作
品
を
見
て
み
よ
う
。

「
神
経
病
時
代
」
（
「
中
央
公
論
」
大
正
六
年
十
月
）
の
鈴
木
定
吉
は
御
用

新
聞
の
見
習
記
者
を
し
て
い
る
が
、
「
周
囲
の
何
も
彼
も
が
つ
ま
ら
な
く
、

淋
し
く
て
、
味
気
な
く
て
苦
し
か
っ
た
」
と
「
愛
う
つ
に
苦
し
め
ら
れ
て

ゐ
る
」
人
間
で
あ
る
。
彼
の
憂
う
つ
の
第
一
は
家
庭
で
あ
っ
た
。
鈴
木
定

吉
は
半
年
ほ
ど
前
か
ら
女
と
同
棲
し
て
い
る
が
、
同
棲
す
る
前
に
一
人
の

男
の
子
が
生
ま
れ
て
い
た
。
彼
は
そ
の
女
と
別
れ
よ
う
と
思
う
の
だ
が
、

そ
れ
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
。
「
あ
ん
な
女
と
は
別
れ
て
し
ま
ふ
の
だ
」

と
い
つ
も
思
案
し
な
が
ら
も
「
が
ど
う
し
て
別
れ
る
、
子
供
を
ど
う
す
る

？
｜
と
い
う
考
え
が
す
ぐ
後
か
ら
出
て
く
る
。
が
、
結
局
何
も
で
き
ず
に

不
幸
な
生
活
を
ず
る
ず
る
と
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
「
何
の
た
め
に
、
何

の
た
め
に
」
と
た
え
ず
自
問
す
る
。
彼
に
は
正
義
心
は
あ
る
の
だ
が
、
無

気
力
ゆ
え
に
虚
偽
の
生
活
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
苛
責
だ
け
が

つ
ね
に
残
る
。
彼
は
「
物
事
に
対
し
て
意
見
と
言
ふ
も
の
を
持
っ
て
ゐ
な

か
っ
た
」
、
「
唯
個
之
の
物
事
を
雑
然
と
そ
の
弱
い
〈
Ｉ
ト
に
感
じ
は
す
る
。

し
か
し
そ
れ
を
統
一
し
た
り
、
総
合
し
た
り
、
そ
れ
を
一
個
の
ま
と
ま
っ

た
彼
自
身
の
意
見
と
し
た
り
す
る
に
は
全
く
力
が
欠
け
て
ゐ
た
」
の
で
あ

る
。
ま
た
「
彼
の
神
経
に
は
ま
る
で
一
つ
の
方
向
が
与
へ
ら
れ
た
か
の
や

う
に
、
一
寸
し
た
刺
戟
を
受
け
る
と
直
ぐ
に
も
そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
、

彼
の
理
性
は
そ
れ
を
否
定
す
る
の
に
、
そ
れ
だ
の
に
ど
う
し
て
も
、
さ
う

な
ら
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
苦
し
い
方
向
に
向
っ
て
進
み
始
め
る
」
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
何
者
か
の
暗
示
に
よ
り
行
動
す
る
性
格
破
産
者
な
の
だ
。

広
津
和
郎
は
「
神
経
病
時
代
」
に
つ
い
て
、
岩
波
文
庫
本
の
あ
と
か
き

二
八

に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

私
が
こ
の
小
説
の
主
人
公
に
特
に
弱
い
性
格
を
選
ん
だ
と
ゐ
う
事
に
は
、

一
つ
の
理
由
が
あ
る
。
そ
の
前
頃
に
は
ト
ル
ス
ト
イ
が
流
行
し
、
最
初

註
艸

は
そ
の
精
神
的
な
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
が
青
年
を
感
動
さ
せ
て
ゐ
た
が
、
そ

の
中
に
そ
の
精
神
的
と
い
ふ
点
だ
け
が
残
り
、
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
の
方
は

ど
こ
か
に
消
へ
て
行
っ
て
し
ま
ふ
と
共
に
、
次
い
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど

が
流
行
し
て
、
創
造
の
哲
学
、
生
命
の
哲
学
に
青
年
は
有
頂
点
に
な
り

個
性
の
無
限
の
生
長
を
唱
へ
な
が
ら
、
そ
の
性
格
が
事
に
当
っ
て
実
行

力
が
な
く
、
忍
耐
力
が
な
く
、
甚
だ
頼
り
な
い
も
の
で
あ
る
事
が
感
じ

ら
れ
て
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
つ
ま
り
「
イ
ン
テ
リ
の
弱
さ

と
脆
さ
」
と
い
ふ
も
の
か
そ
の
当
時
か
ら
私
に
気
に
な
っ
て
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
そ
の
生
命
の
無
限
の
成
長
と
か
個
性
の
強
さ
と

か
い
ふ
事
が
最
も
盛
ん
に
人
々
に
よ
っ
て
唱
へ
ら
れ
て
ゐ
た
当
時
の
風

潮
に
私
は
多
少
椰
楡
的
な
気
持
も
あ
っ
て
特
に
弱
い
性
格
の
人
間
を
選

び
時
の
風
潮
と
反
対
の
も
の
を
書
い
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
人
道
主
義
流
行
の
当
時
の
社
会
へ
の
一
批
判
と
し
て
性
格
破
産

者
の
悲
劇
を
採
り
あ
げ
る
こ
と
が
こ
の
小
説
の
狙
い
だ
っ
た
。

人
道
主
義
の
流
行
と
は
ま
っ
た
く
う
ら
は
ら
に
「
個
性
の
無
限
の
成
長

を
咄
ヘ
な
が
ら
も
」
「
実
行
力
が
な
く
、
忍
耐
力
が
な
い
」
弱
体
化
し
た

人
間
の
充
満
し
て
い
る
現
実
へ
の
批
判
と
し
て
、
こ
の
作
品
を
言
い
た
と

広
津
和
郎
は
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
「
神
経
病
時
代
」
の
書
か
れ
た
大
正

六
年
は
文
壇
で
は
人
道
主
義
を
標
傍
す
る
白
樺
派
の
全
盛
で
あ
っ
た
。
こ

の
時
期
を
代
表
す
る
白
樺
派
は
自
然
主
義
文
学
の
無
理
想
無
目
的
物
質
主



義
的
世
界
観
に
対
し
、
広
津
和
郎
が
述
、
へ
て
い
る
よ
う
に
「
個
性
の
無
限

註
⑤

の
成
長
‐
｜
を
唱
え
た
。
当
時
、
「
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
」
な
ど
と
い
う
雑
誌

が
出
て
い
た
こ
と
で
も
、
い
か
に
人
道
主
義
が
風
摩
し
て
い
た
か
を
う
か

か
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
「
白
樺
派
の
文
学
者
た
ち
の
物
質
的
基
礎

は
明
治
の
終
り
か
ら
大
正
の
初
め
に
か
け
て
の
〃
ブ
・
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
〃
で

あ
る
。
こ
の
階
級
は
第
一
次
世
界
戦
争
を
通
じ
て
、
特
殊
な
形
で
上
昇
期

を
た
ど
っ
て
い
た
。
も
う
少
し
厳
密
に
い
え
ば
彼
等
は
二
代
目
の
市
民
で

あ
り
一
代
目
の
父
祖
た
ち
が
明
治
時
代
に
た
く
わ
え
た
遺
産
で
生
活
を
ま

か
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
食
う
に
困
ら
ぬ
人
た
ち
で
は
あ
っ
た
が
、
そ

の
た
め
、
怠
け
者
の
生
活
の
な
か
に
自
分
の
理
想
を
う
ず
め
て
し
ま
ふ
に

は
余
り
に
健
康
な
生
命
力
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
恵
ま
れ
た
環
境
の
な
か
か

ら
生
じ
た
積
極
的
な
生
活
態
度
が
強
い
特
色
で
あ
り
恥
そ
の
人
生
観
は
楽

註
伺

天
的
な
色
彩
が
強
か
っ
た
の
で
あ
る
」
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
現
実
の
苦
難
と

遊
離
し
た
も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
広
津
和
郎
は
い
ち
は
や
く
そ
の

思
潮
が
薄
っ
ぺ
ら
な
表
面
だ
け
の
ム
ー
ド
で
あ
る
こ
と
を
察
知
し
た
。
こ

‐
註
例

の
こ
と
を
広
津
和
郎
は
「
二
人
の
不
幸
者
」
の
序
で
も
述
べ
て
い
る
。

昔
か
ら
性
格
の
弱
い
人
間
は
い
つ
の
時
代
に
も
必
ず
あ
っ
た
に
連
ひ
な

い
。
そ
れ
は
何
も
現
代
ば
か
り
の
特
産
で
は
な
い
に
連
ひ
な
い
。
け
れ

ど
も
そ
の
性
格
の
弱
さ
が
現
代
ほ
ど
複
雑
極
ま
る
形
を
取
っ
て
現
れ
て

き
た
事
は
我
日
本
で
は
今
ま
で
に
例
が
な
い
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
一
部

の
人
冬
文
学
者
乃
至
思
想
界
に
た
ず
さ
は
る
人
食
の
間
に
は
盛
ん
に

人
格
の
統
一
が
唱
へ
ら
れ
生
活
力
の
成
長
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
併
し

彼
等
の
唱
へ
彼
等
の
主
張
し
て
い
る
言
葉
を
文
字
通
り
に
直
ぐ
そ
の
ま

広
津
和
郎
論

ま
信
用
す
る
こ
と
は
か
な
り
危
険
で
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
際
に
お
い
て
具
体
的
に
そ
の
言
葉
を
証
明
し
て
ゐ
る
人
格
は
残
念
な

が
ら
そ
の
主
張
者
の
問
に
も
至
っ
て
紗
い
か
ら
で
あ
る
。
い
や
彼
等
の

多
く
が
叫
ん
で
ゐ
る
そ
の
言
葉
の
調
子
の
底
に
は
、
主
張
し
て
ゐ
る
言

葉
の
意
味
を
裏
切
る
と
こ
ろ
の
余
り
の
神
経
性
の
焦
燥
と
余
り
の
反
射

運
動
の
短
気
と
が
感
じ
ら
れ
る
と
さ
へ
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
…

…
が
仮
に
一
歩
ゆ
ず
っ
て
彼
等
文
学
者
乃
至
思
想
界
に
た
ず
さ
は
る
人

灸
の
主
張
や
言
葉
を
文
字
通
り
に
信
じ
て
彼
等
だ
け
は
此
恐
ろ
し
い
性

格
の
破
産
か
ら
ま
ぬ
が
れ
て
ゐ
る
と
い
う
事
を
ゆ
る
す
と
し
て
も
、
現

代
の
日
本
の
彼
等
以
外
の
一
般
の
青
年
の
傾
向
が
そ
の
性
格
の
強
さ
を

日
一
日
と
失
っ
て
行
き
つ
つ
あ
る
事
実
を
否
定
す
る
わ
け
に
は
行
か
な

い
。
私
は
こ
れ
ら
を
恐
ろ
し
い
事
で
あ
る
と
思
ふ
、
此
人
生
に
彼
等
の

要
求
を
も
、
目
的
を
も
持
っ
て
ゐ
な
い
青
年
が
次
第
に
ふ
え
て
く
る
。

末
梢
神
経
に
与
へ
ら
れ
た
刺
戟
の
ま
に
ま
に
唯
動
い
て
い
る
青
年
が
次

第
に
ふ
え
て
く
る
。
又
或
者
は
此
人
生
に
要
求
や
目
的
を
持
っ
て
ゐ
て

も
そ
の
要
求
を
実
現
し
、
そ
の
目
的
を
完
成
す
る
力
が
全
然
自
分
に
欠

け
て
ゐ
る
と
い
う
そ
の
無
力
の
自
覚
の
た
め
に
言
い
よ
う
の
な
い
悲
し

み
の
淵
に
沈
ん
で
ゐ
る
。
：
…
か
う
い
ふ
性
格
の
破
産
の
状
態
が
ど
こ

か
ら
き
た
か
、
さ
う
し
て
又
こ
う
い
ふ
性
格
の
破
産
の
状
態
を
如
何
に

す
べ
き
か
。
こ
れ
は
現
在
の
日
本
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る

と
私
は
信
じ
る
。

｜
：
二
人
の
不
幸
者
」
は
気
の
弱
い
二
人
の
青
年
、
塘
崎
と
押
川
の
悲
劇

を
書
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
広
津
和
郎
は
「
堀
崎
と
押
川

二
九



一

と
は
普
通
の
意
味
に
お
い
て
善
良
で
あ
る
し
、
所
謂
悪
い
事
な
ど
し
よ
う

と
す
る
意
志
は
少
し
も
持
っ
て
ゐ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
此
現
代
社
会
の
汚

濁
の
波
の
中
を
切
り
抜
け
て
彼
等
の
生
存
の
意
義
を
見
つ
け
る
に
は
二
人

と
も
余
り
に
弱
過
ぎ
る
。
二
人
は
考
え
方
も
相
違
し
趣
味
も
相
違
し
、
又

註
⑧

性
格
の
方
向
も
相
違
し
て
ゐ
る
。
併
し
そ
の
底
力
の
欠
如
は
変
ら
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
広
津
和
郎
は
「
神
経
病
時
代
一
の
あ
と
が
き

と
同
じ
く
、
「
性
格
破
産
の
状
態
が
ど
こ
か
ら
き
た
か
、
そ
し
て
又
こ
う

い
う
破
算
の
状
態
を
如
何
に
す
べ
き
か
」
は
「
現
代
日
本
に
と
っ
て
最
も

重
大
な
問
題
で
あ
る
」
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
問
題
へ
の
憂
慮
が
広
津
和

郎
の
創
作
動
機
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
￥
へ
て
い
る
。

大
正
八
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
「
死
児
を
抱
い
て
」
も
「
神
経
病
時
代
」

や
．
一
人
の
不
幸
者
」
と
同
じ
く
性
格
破
産
者
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
よ

し
子
と
い
う
家
庭
教
師
の
そ
の
雇
主
に
あ
て
た
回
想
の
手
紙
形
式
で
語
ら

れ
る
こ
の
作
品
は
「
神
経
病
時
代
」
の
命
題
の
延
長
線
で
あ
ろ
う
。
「
日

本
で
は
理
想
主
義
と
い
ふ
も
の
が
妙
に
軽
蔑
さ
れ
て
ゐ
る
が
併
し
僕
は
純

然
た
る
理
想
主
義
者
で
す
。
」
一
此
世
の
不
完
全
と
醜
悪
と
か
ら
一
歩
一
歩

人
類
を
救
ふ
、
そ
こ
に
今
後
の
人
類
の
使
命
が
あ
る
の
で
す
。
」
と
言
う

〃
あ
の
人
″
は
よ
し
子
が
交
渉
を
求
め
た
時
、
よ
し
子
の
「
感
情
に
向
っ

て
‐
一
「
満
足
を
与
へ
る
答
へ
方
と
態
度
と
を
取
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

〃
あ
の
人
″
は
後
に
な
っ
て
そ
の
時
の
こ
と
を
「
自
分
は
魔
が
さ
し
た
の

だ
」
「
自
分
の
頭
に
い
つ
も
の
あ
の
霧
が
か
が
っ
た
の
だ
」
「
自
分
の
頭

の
支
配
を
失
っ
た
の
だ
」
と
言
い
わ
け
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
よ
し
子
が

〃
あ
の
人
″
に
妊
娠
し
た
こ
と
を
告
げ
た
時
も
、
「
あ
な
た
に
は
ほ
ん
と

三
○

う
に
お
気
の
毒
な
こ
と
を
し
ま
し
た
」
と
憐
燗
の
感
情
は
抱
い
て
‐
も
一
カ

ヶ
ラ
の
愛
情
す
ら
示
さ
な
い
。
「
自
分
は
ぼ
ん
た
う
に
清
き
も
の
を
犠
牲

に
し
た
の
だ
」
と
自
責
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
「
か
う
な
っ
た

以
上
は
自
分
の
努
力
は
唯
ひ
と
つ
し
か
な
い
。
ど
う
か
し
て
Ｙ
（
よ
し
子
）

を
愛
さ
う
と
す
る
こ
と
だ
」
と
考
え
る
。
し
か
し
〃
あ
の
人
″
は
よ
し
子

を
愛
す
こ
と
以
外
に
「
自
分
を
救
ふ
道
は
な
い
」
と
問
題
の
解
決
を
愛
す

る
こ
と
に
あ
る
と
意
識
し
な
が
ら
も
、
ど
う
し
て
も
よ
し
子
を
愛
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
〃
あ
の
人
″
が
病
床
に
あ
っ
て
い
ま
ま
さ
に
死
の
う
と

す
る
時
に
も
、
よ
し
子
の
「
ど
う
か
私
を
愛
し
て
ゐ
る
と
一
言
言
っ
て
下

さ
い
」
と
い
う
悲
痛
な
願
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〃
あ
の
人
″
は
最
後
ま

で
「
愛
す
る
」
と
い
う
こ
と
ば
を
言
わ
な
い
。

こ
の
「
死
を
児
を
抱
い
て
」
に
対
し
て
大
正
八
年
に
菊
池
寛
は
モ
ラ
リ

ッ
ク
な
批
一
評
を
与
え
て
い
る
。

私
は
貴
下
が
人
生
を
観
る
目
と
之
を
描
き
出
す
技
価
に
対
し
て
は
何
時

も
敬
意
を
払
っ
て
居
ま
す
。
が
、
さ
う
し
て
描
か
れ
た
人
物
の
性
格
な

り
態
度
な
り
行
動
な
り
に
対
し
て
同
感
も
し
な
け
れ
ば
同
情
も
出
来
な

い
の
で
す
。
「
か
う
云
ふ
人
間
が
居
る
以
上
仕
方
の
な
い
事
で
夫
を
そ

の
ま
ま
に
描
出
す
る
よ
り
外
に
は
な
い
と
」
貴
下
は
考
へ
て
居
ら
れ
る

や
う
で
す
。
私
の
考
へ
方
は
少
し
連
ふ
の
で
す
。
例
へ
ば
今
度
の
死
児

を
抱
い
て
の
主
人
公
が
、
女
主
人
公
に
対
し
て
死
際
ま
で
も
只
一
言
「
愛

す
る
」
と
云
ふ
事
が
云
へ
な
い
。
：
。
…
私
は
あ
の
態
度
が
如
何
に
も
不

快
な
の
で
す
。
只
一
言
主
人
公
が
「
愛
す
る
」
と
云
ふ
嘘
を
吐
く
事
に

依
っ
て
一
個
の
女
性
が
永
久
に
幸
福
で
あ
り
得
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
換



言
す
れ
ば
自
分
が
傷
つ
け
た
女
性
を
更
に
犠
牲
に
し
て
迄
も
、
自
分
の

正
直
さ
そ
れ
は
利
己
的
な
人
生
に
お
い
て
最
も
有
害
な
正
直
さ
だ
と
思

ひ
ま
す
。
Ｉ
を
頑
守
し
て
行
く
所
が
私
に
は
堪
へ
が
た
く
不
快
な
の

・
で
す
。
も
う
一
つ
私
が
あ
の
主
人
公
に
対
し
て
嫌
た
ら
な
い
こ
と
は
、

あ
の
主
人
公
が
二
年
に
近
い
間
あ
る
女
性
と
同
棲
し
て
、
そ
の
間
に
一

度
も
愛
が
湧
か
な
い
と
云
ふ
事
が
私
に
は
如
何
に
も
非
人
間
的
に
思
は

れ
る
の
で
す
。
無
論
二
人
の
男
女
の
間
に
は
、
愛
情
の
盛
衰
消
滅
は
あ

る
で
し
ょ
う
が
、
二
年
も
同
棲
し
て
居
な
が
ら
そ
の
間
に
一
度
も
愛
が

起
ら
な
い
と
云
ふ
事
は
私
に
は
何
う
に
も
考
へ
ら
れ
ま
せ
ん
。
若
し
又

実
際
愛
が
起
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
あ
の
主
人
公
に
重
大
な
性
格
上
の
欠

陥
か
、
で
な
け
れ
ば
容
貌
上
の
欠
陥
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
す
。

然
る
に
あ
の
「
死
児
を
抱
い
て
」
の
女
主
人
公
は
私
に
は
可
憐
な
愛
す

ゞ
へ
き
少
女
の
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
あ
ん
な
可
憐
な
少
女
を
二
年
の
間

同
棲
し
な
が
ら
あ
の
女
に
対
し
て
少
し
の
愛
も
感
じ
な
い
や
う
な
男
は

私
は
何
う
も
私
な
ど
上
は
同
じ
感
情
を
持
っ
た
人
間
と
は
思
い
得
な
い

の
で
す
。
（
「
広
津
和
郎
氏
に
」
早
稲
田
文
学
、
大
正
八
年
五
月
）

｝
」
の
菊
池
寛
の
批
評
は
当
時
の
読
者
の
意
見
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ

註
⑨

た
。
こ
の
菊
池
寛
の
批
評
に
対
し
て
広
津
和
郎
は
、
「
神
経
病
時
代
」
「
死

児
を
抱
い
て
」
に
つ
い
て
の
「
作
者
が
あ
る
事
件
を
如
実
に
描
く
丈
で
そ

れ
に
対
す
る
作
者
の
肝
心
な
真
面
目
な
考
へ
は
作
品
に
出
て
ゐ
な
い
」
と

い
う
批
評
に
、
あ
ま
り
「
無
理
解
だ
」
と
答
え
、
続
け
て
「
「
神
経
病
時

代
』
に
し
て
も
「
二
人
の
不
幸
者
』
に
し
て
も
、
菊
池
氏
の
作
物
の
や
う

に
、
あ
る
事
件
を
描
い
た
後
に
、
ぴ
っ
た
り
と
そ
れ
の
解
釈
を
下
し
て
置

広
津
和
郎
論

く
や
う
な
事
は
し
て
な
い
。
解
釈
は
読
者
の
心
に
任
せ
て
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
作
者
は
読
者
の
心
に
或
問
題
を
提
供
し
て
は
ゐ
る
。
そ
の
問
題
を
提

供
す
る
と
云
ふ
こ
と
が
既
に
「
あ
る
事
件
を
如
実
に
描
く
丈
』
の
作
者
の

目
的
と
は
異
っ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
」
、
そ
し
て
こ
れ
等
の
作
品
の
主
人
公

は
「
精
神
的
な
意
味
で
、
現
代
が
生
ん
だ
不
幸
な
人
間
だ
と
私
は
思
っ
て

ゐ
る
。
過
渡
期
時
代
に
生
れ
た
無
力
者
で
あ
る
」
、
だ
か
ら
作
者
自
身
も

か
な
ら
ず
し
も
「
彼
等
に
同
感
を
持
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
く
」
「
作
者
は

彼
等
に
同
情
を
持
ち
、
愛
を
持
ち
又
嫌
悪
を
持
ち
時
に
は
憎
し
み
さ
へ
を

も
持
っ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
菊
池
寛
氏
に
其
他
」
早
稲
田
文
学
、
大
正

八
年
六
月
）
。
菊
池
寛
が
人
間
の
道
義
観
を
問
題
に
し
た
の
に
対
し
、
広
津

和
郎
は
作
家
の
態
度
、
表
現
方
法
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
問
題
と
し
て
、

菊
池
寛
に
対
す
る
は
っ
き
り
と
し
た
反
論
は
鋲
さ
れ
て
い
な
い
・

た
し
か
に
〃
あ
の
人
″
は
非
人
間
的
で
醜
い
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
。
死

際
ま
で
も
「
愛
す
る
」
と
言
わ
な
か
っ
た
〃
あ
の
人
″
の
態
度
は
、
菊
池

寛
の
言
う
よ
う
に
普
通
の
人
間
と
は
「
同
じ
感
情
を
も
っ
た
人
間
と
は
思

へ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
種
類
の
人
間
で
あ
る
に
違
い
な
い
、
広
津
和
郎
自

身
も
彼
等
を
「
同
情
を
持
ち
、
愛
を
持
ち
又
嫌
悪
を
持
ち
時
に
は
憎
し
み

さ
へ
持
っ
て
」
見
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
肯

定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
ど
う
し
た
な
ら
ば
あ
あ
い
ふ
性

格
の
人
々
が
そ
の
悲
し
み
や
苦
し
み
か
ら
救
は
れ
る
か
」
と
た
え
ず
そ
の

救
い
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
疑
問
が
生
ま
れ
る
。
「
自
己
と
そ
の
周
囲
に

関
心
を
も
た
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
」
（
「
散
文
芸
術
の
位
置
」
新
潮
大
正
一
三



年
九
月
）
広
津
和
郎
の
視
線
は
、
こ
れ
等
の
人
間
の
存
在
を
と
ら
え
た
わ

け
で
あ
る
が
、
広
津
和
郎
が
「
現
代
日
本
で
一
番
愛
ふ
ゞ
へ
き
も
の
は
性
格

破
産
で
あ
る
」
（
「
二
人
の
不
幸
者
」
序
）
と
警
句
し
て
い
る
よ
う
に
、
．
当
時

に
お
け
る
日
本
人
の
意
識
形
態
を
簡
単
に
〃
性
格
破
産
″
と
規
定
す
る
の

は
少
し
乱
暴
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
白
樺
派
の
思
想
が
現
実

的
に
空
虚
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
末
梢
神
経
に
与
へ
ら
れ
る
刺

戟
の
ま
に
ま
に
唯
動
い
て
ゐ
る
青
年
」
や
「
要
求
を
実
現
し
、
そ
の
目
的

を
完
成
す
る
力
が
全
然
自
分
に
欠
け
て
ゐ
る
」
と
い
う
人
間
は
、
そ
の
時

期
を
代
表
す
る
ほ
ど
の
圧
倒
的
多
数
で
あ
っ
た
ろ
う
か
・
・
こ
こ
に
性
格
破

産
者
を
一
般
化
し
よ
う
と
す
る
広
津
和
郎
の
特
異
な
姿
勢
が
見
ら
れ
は
し

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
広
津
和
郎
の
文
学
主
体
を
解
明
す
る
カ
ギ
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
広
津
和
郎
は
性
格
破
産
者
の
普
遍
化
を
試
み
よ
う
と

し
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
に
広
津
和
郎
の
意
識
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
、

註
仙
「
神
経
病
時
代
」
あ
と
が
き
、
「
二
人
の
不
幸
者
」
序
な
ど
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

註
②
「
神
経
病
時
代
」
で
述
。
へ
て
い
る
。

註
③
「
ア
ル
ッ
ィ
。
〈
シ
ェ
フ
論
」
早
稲
田
文
学
、
大
正
六
年
五
月
。

註
④
ギ
リ
シ
ア
・
ス
ト
ア
学
派
に
よ
り
説
か
れ
た
哲
学
。
哲
学
を
実
生
活
と
き

わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
け
、
哲
学
は
実
践
上
の
知
恵
を
教
え
る
学
、
倫
理
生
活

崔
律
す
る
諸
原
理
に
関
す
る
学
で
あ
る
と
し
た
。
従
っ
て
義
務
至
上
主
義
、
克

己
禁
欲
主
義
、
博
愛
的
世
界
主
義
等
を
そ
の
内
容
と
す
る
。
（
丸
山
林
平
「
文

片
岡
良
一
は
広
津
和
郎
に
性
格
破
産
の
人
間
群
像
を
創
作
せ
し
め
た
も

の
と
し
て
、
広
津
和
郎
が
「
自
分
の
周
囲
に
見
い
出
し
た
」
性
格
破
産
者

註
仙

の
幻
影
に
他
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
平
野
謙
も
「
広
津
和
郎
を

し
て
そ
の
よ
う
な
独
自
性
を
あ
が
な
わ
し
め
た
も
の
は
何
か
、
そ
れ
こ
そ

『
や
も
り
』
『
師
崎
行
』
「
静
か
な
春
」
『
波
の
上
』
一
系
の
作
品
に
描
か

れ
た
当
時
の
作
者
自
身
の
生
活
環
境
に
他
な
ら
な
い
」
（
「
現
代
の
作
家
」
青

木
書
店
、
昭
和
三
一
年
五
月
一
日
発
行
一
二
頁
「
広
津
和
郎
」
）
と
述
べ
て
い
る
。

た
し
か
に
生
活
環
境
も
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
等
の
私
小
説
ふ
う
に
書
か
れ
た
作
品
を
通
じ
て
、
広
津
和
郎
の
生

活
環
境
と
意
識
を
見
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。

広
津
和
郎
自
身
が
「
「
や
も
り
』
「
波
の
上
』
等
は
こ
の
時
代
を
書
き
た

註
②

る
も
の
な
り
」
と
自
ら
語
る
大
正
四
年
は
「
入
社
後
半
年
に
し
て
毎
夕
新

聞
退
社
、
専
ら
翻
訳
に
よ
り
て
生
計
を
立
つ
・
愉
快
な
ら
ざ
る
結
婚
生
活

芸
新
辞
典
」
明
治
書
院
、
昭
和
二
八
年
五
月
発
行
）

註
⑤
「
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
」
は
大
正
五
年
九
月
創
刊
、
大
正
八
年
一
月
廃
刊
。

註
⑥
荒
正
人
「
大
正
文
学
の
展
望
ｌ
近
代
文
学
の
成
熟
」
（
小
田
切
秀
雄
編
『
講

座
日
本
近
代
学
史
３
大
正
文
学
』
第
一
章
大
正
文
学
（
１
）
ｌ
人
道
主
義
と
社

会
主
義
十
頁
）

註
⑦
「
二
人
の
不
幸
者
」
は
大
正
六
年
五
月
か
ら
読
売
新
聞
に
連
載
。

註
㈲
前
記
「
二
人
の
不
幸
者
」
序
大
正
七
年
十
月
。

註
⑥
「
広
津
氏
に
対
す
る
公
開
状
」
（
「
新
潮
」
大
正
八
年
八
月
）

〔
二
一
〕

I

三
二



意
に
結
婚
し
た
男
の
結
婚
生
活
の
苦
悶
を
書
い
た
陰
気
な
じ

広
津
和
郎
論

に
入
る
。
最
も
心
暗
き
時
代
始
ま
る
」
そ
し
て
大
正
五
年
に
は
「
茅
原

註
③

華
山
主
宰
の
『
洪
水
以
後
」
に
文
芸
時
評
を
書
く
。
森
田
草
平
・
生
田
長

江
ら
に
認
め
ら
れ
る
」
。
大
正
六
年
五
月
に
早
稲
田
文
学
に
ア
ル
ッ
ィ
バ

浪
の
生
活
を
お
く
る
」
時
代
で
あ
っ
た
。
性
格
破
産
者
を
主
人
公
と
す
る

「
神
経
病
時
代
」
「
死
児
を
抱
い
て
」
が
「
最
も
心
暗
き
時
代
」
「
家
庭

生
活
益
々
円
満
を
欠
き
、
家
を
外
に
し
て
放
浪
生
活
送
る
‐
｜
時
代
に
書
か

れ
た
こ
と
は
「
散
文
芸
術
は
人
生
の
す
ぐ
隣
り
に
あ
る
」
（
「
散
文
芸
術
の
位

置
」
「
新
潮
」
大
正
一
三
年
九
月
）
と
言
う
広
津
和
郎
の
自
己
の
生
活
、
あ
る

い
は
そ
の
周
囲
に
取
材
し
た
こ
と
の
証
明
で
あ
ろ
う
が
、
年
譜
と
作
品
を

抱
い
て
」
「
波
の
上
」
な
ど
を
や
つ
ぎ
ば
や
に
発
表
し
て
い
る
。
大
正
八

比
較
し
て
み
る
と
時
間
的
な
ず
れ
は
多
少
あ
る
と
し
て
も
、
事
実
が
そ
の

年
は
長
女
が
生
ま
れ
、
「
家
庭
生
活
益
々
円
満
を
欠
き
家
を
外
に
し
て
放

月
に
「
二
人
の
不
幸
者
」
、
大
正
八
年
一
月
「
や
も
り
」
、
四
月
「
死
児
を

論
に
、
十
一
月
に
「
本
村
町
の
家
」
、
大
正
七
年
一
月
に
「
師
崎
行
」
、
五

ま
ま
作
品
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
等
の
作
品

の
中
で
「
師
崎
行
」
「
や
も
り
」
「
波
の
上
」
は
き
わ
め
て
当
時
の
広
津

和
郎
に
接
近
し
て
い
る
も
の
と
し
て
三
部
作
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
等
三
部
作
の
制
作
年
代
は
前
記
の
と
お
り
、
大
正
七
年
一
月
に

「
師
崎
行
」
、
大
正
八
年
一
月
「
や
も
り
」
、
四
月
「
波
の
上
」
で
あ
る
が
、

実
際
の
広
津
和
郎
の
生
活
に
即
し
て
い
え
ば
「
や
も
り
」
「
師
崎
行
」
「
波

の
上
」
の
順
序
で
あ
る
。
こ
の
三
部
作
は
い
ず
れ
も
愛
の
な
い
女
と
不
用

シ
ェ
フ
論
」
、
十
月
に
正
宗
白
鳥
の
紹
介
で
「
神
経
病
時
代
」

1

め
じ
め
し
た

を
中
央
公

世
界
の
記
録
で
あ
る
が
、
「
や
も
り
」
（
「
新
潮
」
大
正
八
年
一
月
）
で
は
そ
の

生
活
が
、
毎
夜
階
段
の
薄
暗
い
壁
の
隅
に
出
て
く
る
二
匹
の
〃
や
も
り
〃

に
自
分
の
生
活
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
。

主
人
公
は
同
棲
し
て
い
る
女
と
正
式
に
結
婚
し
よ
う
か
、
別
れ
よ
う
か

と
迷
っ
て
「
何
の
統
一
も
何
の
光
明
も
、
何
の
目
標
も
な
い
」
生
活
を
送

っ
て
い
る
。
し
か
し
「
中
間
に
人
を
入
れ
て
、
そ
れ
で
以
て
世
間
並
の
解
決

を
つ
け
て
し
ま
ふ
や
う
な
、
そ
ん
な
方
法
は
取
り
た
く
な
い
。
自
分
の
し

た
こ
と
は
飽
ま
で
自
分
で
処
理
し
た
い
」
と
い
う
道
義
的
責
任
感
が
離
婚

す
る
こ
と
を
は
ば
ん
で
い
た
。
し
か
し
こ
の
「
卑
怯
な
こ
と
を
決
し
て
し

た
く
な
い
」
と
い
う
道
義
的
責
任
感
も
「
む
し
ろ
自
分
自
身
に
対
し
て
張

っ
た
意
地
と
云
っ
た
方
が
、
適
切
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
」
、
つ
ま
り
主

人
公
の
本
心
は
「
結
婚
し
よ
う
と
す
る
解
決
と
は
、
全
然
反
対
の
方
へ
走

っ
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
女
と
別
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
ま
り
に
明
瞭

で
あ
り
す
ぎ
た
た
め
に
、
「
そ
の
本
心
の
思
っ
て
ゐ
る
が
ま
ま
に
行
動
す

る
の
は
、
何
ぽ
何
で
も
余
り
に
勝
手
気
柵
に
過
ぎ
る
や
う
に
思
は
れ
た
」

の
で
あ
る
。
し
か
し
「
真
に
愛
せ
ず
に
罪
を
犯
し
た
」
と
い
う
罪
の
意
識

は
主
人
公
を
し
て
結
局
「
別
れ
て
し
ま
ふ
わ
け
に
は
行
か
な
い
」
と
考
え
せ

し
め
る
。
そ
し
て
主
人
公
は
「
死
児
を
抱
い
て
」
の
〃
あ
の
人
″
の
よ
う
に

「
自
分
の
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
た
っ
た
一
つ
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、

今
か
ら
改
め
て
彼
女
を
愛
さ
う
と
心
掛
け
る
事
だ
！
」
と
い
う
考
え
に
到

達
す
る
。
そ
れ
に
は
「
意
志
だ
、
意
志
の
力
だ
、
意
志
の
力
に
よ
っ
て
何
処

ま
で
も
や
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
‐
｜
と
意
志
の
力
に
よ
っ
て
自
分
の

心
を
克
服
し
、
女
を
愛
そ
う
と
努
力
す
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
主
人
公



に
と
っ
て
「
無
限
の
坂
道
を
、
自
分
の
身
体
よ
り
も
重
い
も
の
を
背
負
っ
て
、

昇
ら
う
と
す
る
事
に
外
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
主
人
公
は

こ
れ
等
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
よ
う
と
「
浮
世
の
堂
典
に
な
ら
函
と
云
っ
た
や

う
な
、
悲
し
い
厭
世
的
な
味
の
漆
っ
て
ゐ
る
‐
｜
義
大
夫
へ
一
月
に
二
十
三

晩
も
聞
き
に
行
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
で
問
題
は
解
決
し
な

い
。
そ
こ
で
思
案
の
あ
げ
く
、
愛
知
県
知
多
半
島
の
先
端
、
師
崎
に
静
養

し
て
い
る
父
の
と
こ
ろ
に
す
べ
て
を
打
ち
あ
け
に
行
こ
う
と
す
る
。

「
師
崎
行
」
今
新
潮
」
大
正
七
年
一
月
）
は
「
や
も
り
」
の
後
を
受
け
て
、

主
人
公
が
父
に
す
べ
て
を
打
明
け
よ
う
と
師
崎
に
行
く
そ
の
旅
の
途
中
で

の
さ
ま
ざ
ま
な
精
神
的
苦
痛
を
描
い
て
い
る
。
主
人
公
は
女
を
愛
し
結
婚

す
る
の
が
当
然
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
結
婚
後
に
「
愛
さ
う
と
す
る
私
の

努
力
が
効
を
奏
し
な
か
っ
た
時
、
今
よ
り
も
一
層
悲
惨
な
状
態
」
に
陥
い

る
こ
と
を
恐
れ
る
。
が
、
「
蒔
い
た
種
子
は
自
分
で
」
と
い
う
論
理
で
「
結

婚
す
る
よ
り
他
は
な
い
と
い
ふ
結
論
」
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
。

「
波
の
上
」
で
は
つ
い
に
「
動
け
ば
足
が
も
ぐ
っ
て
行
く
あ
の
泥
沼
が

想
像
さ
れ
る
。
も
が
け
ば
も
が
く
ほ
ど
、
足
か
ら
腰
か
ら
、
身
体
全
体
が

そ
の
中
に
も
ぐ
っ
て
行
く
。
そ
こ
か
ら
逃
げ
る
道
が
解
ら
な
い
。
動
か
ず

に
ぢ
つ
と
し
て
ゐ
て
見
る
。
動
く
よ
り
も
も
ぐ
り
方
が
多
少
遅
い
が
、
や

っ
ぱ
り
少
し
ず
つ
も
ぐ
っ
て
行
く
」
と
ど
う
に
も
な
ら
な
い
人
生
の
ジ
レ

ン
マ
に
陥
り
、
と
う
と
う
家
庭
か
ら
逃
げ
出
し
て
放
浪
す
る
。

な
ぜ
に
こ
の
三
部
作
の
主
人
公
は
こ
の
よ
う
に
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
彼
女
を
愛
せ
な
い
こ
と
に
あ
る
の
だ

が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
主
人
公
は
そ
の
女
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ

い
：
－
１

ろ
う
。「

や
も
り
」
で
は
主
人
公
は
「
彼
女
が
身
だ
し
な
み
を
少
し
も
し
な
い

で
、
着
物
を
ぐ
ず
ぐ
ず
に
着
て
、
短
い
髪
を
無
造
作
に
ち
ょ
こ
ん
と
束
ね

て
ゐ
る
恰
好
を
見
な
が
ら
、
も
う
少
し
ど
う
か
し
た
ら
よ
さ
さ
う
な
も
の

だ
」
と
、
そ
う
い
う
些
細
な
こ
と
に
も
「
軽
い
嫌
悪
の
情
」
を
呼
び
起
し

て
い
る
。
し
か
し
こ
ん
な
こ
と
は
た
い
し
て
問
題
に
な
る
こ
と
で
は
な
い
。

「
師
崎
行
」
で
は
彼
女
が
主
人
公
の
仕
事
に
対
し
て
「
何
の
理
解
も
同
感

も
持
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
」
や
「
彼
女
が
我
侭
で
、
柔
順
で
な
く
て
、
や
や
も

す
る
と
そ
の
母
に
対
し
て
さ
へ
も
楯
つ
く
」
こ
と
考
え
て
み
る
が
、
主
人

公
自
身
そ
う
い
う
理
由
を
い
く
ら
か
ぞ
え
た
て
て
も
「
そ
れ
で
以
て
私
が

彼
女
と
結
婚
し
な
い
で
い
い
と
は
、
ど
う
し
て
も
、
私
の
心
の
或
も
の
が

承
認
し
な
か
っ
た
」
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
の
結
婚
し
な
い
で
い
い
理
由

は
そ
の
ま
ま
愛
せ
な
い
理
由
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
三
部
作
の
主

人
公
は
前
に
も
述
べ
た
が
「
私
は
自
分
が
や
っ
ぱ
り
作
家
と
そ
の
背
後
と

を
別
々
に
し
て
み
る
こ
と
の
で
き
な
い
」
（
一
‐
一
本
の
糸
」
昭
和
一
四
年
九
月

作
）
広
津
和
郎
自
身
と
見
て
い
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
等
の
作
品
は
平
野

謙
の
言
う
よ
う
に
〃
最
も
心
暗
き
時
代
″
の
「
苦
悩
の
ど
ん
底
で
、
人
性

の
不
条
理
に
直
面
し
つ
つ
、
作
者
は
実
生
活
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
あ
ら
ゆ
る

角
度
に
模
索
し
た
」
の
で
あ
り
「
作
者
が
実
生
活
に
希
つ
た
ひ
と
っ
の
救
‐

註
艸

援
が
文
学
化
」
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
「
苦
し
ま
ぎ
れ
・

に
作
者
は
性
格
破
産
者
と
い
う
人
間
典
型
の
発
明
に
ま
で
強
い
ら
れ
ざ
る
－

註
⑤

を
得
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
広
津
和
郎
は
自
己
の
生
活
の
苦
悩

を
文
学
化
し
、
そ
の
解
決
を
模
索
す
る
中
で
苦
し
ま
ぎ
れ
に
性
格
破
産
者

垂
■
．
』
”
》
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次
に
性
格
破
産
者
の
幻
影
を
自
己
の
内
部
に
持
つ
広
津
和
郎
の
意
識
構

造
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
広
津
和
郎
は
愛
情
の

な
い
結
婚
生
活
に
終
止
符
を
う
ち
、
あ
っ
さ
り
と
別
れ
て
し
ま
わ
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
性
格
破
産
者
と
い
う
人
間
典
型
は
純
粋
に
広
津
和

郎
の
意
識
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

広
津
和
郎
の
意
識
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、
広

津
和
郎
の
文
学
的
出
発
点
を
問
題
と
し
て
み
た
い
と
思
う
。

広
津
和
郎
論

と
い
う
人
間
典
型
を
発
明
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
決
し
て

現
実
の
問
題
は
解
決
し
て
い
な
い
。
愛
の
な
い
女
と
の
結
婚
生
活
の
泥
ね

い
か
ら
脱
出
す
る
と
い
う
面
面
す
る
問
題
の
解
決
を
保
留
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
そ
れ
の
み
か
性
格
破
産
者
を
発
明
し
よ
う
と
す
る
広
津
和
郎
の
態

度
に
は
、
そ
の
ジ
レ
ン
マ
の
中
の
自
分
の
存
在
を
性
格
破
産
者
と
い
う
人

間
典
型
で
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
側
面
さ
え
う
か
が
わ
れ
る
。

註
①
片
岡
良
一
「
広
津
和
郎
論
」
（
「
現
代
日
本
文
学
全
集
鑓
広
津
和
郎
宇

野
浩
二
集
」
筑
曄
書
房
昭
和
三
十
年
十
二
月
四
○
二
頁
）

註
②
「
現
代
日
本
文
学
全
集
犯
広
津
和
郎
宇
野
浩
二
集
」
筑
摩
書
房
、
の

巻
末
の
年
譜
よ
り
引
用
、
こ
の
年
譜
は
「
改
造
社
版
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』

第
四
十
八
篇
（
昭
和
四
年
刊
）
所
載
の
年
譜
及
び
各
種
文
芸
年
鑑
を
参
照
し
、

更
に
著
者
の
口
述
を
合
わ
せ
て
、
山
本
容
朗
氏
の
作
製
に
成
る
」
も
の
。

註
⑧
「
洪
水
以
後
」
は
大
正
五
年
一
月
創
刊
、
七
月
に
「
日
本
評
論
」
と
改
名
。

註
③
⑤
前
記
、
平
野
謙
「
現
代
の
作
家
」
青
木
書
店

戸－1

四
ヒーノ

広
津
和
郎
は
そ
の
当
初
に
お
い
て
広
津
自
身
も
言
う
よ
う
に
、
正
宗
白

註
⑩
ゞ

烏
の
作
品
に
触
発
さ
れ
て
文
学
へ
の
道
を
志
向
し
た
。
正
宗
白
鳥
の
「
絶
望

否
定
の
底
」
や
「
霊
魂
の
叫
び
」
に
広
津
和
郎
は
親
近
感
を
覚
え
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
正
宗
白
鳥
の
一
一
ヒ
リ
ズ
ム
が
広
津
和
郎
の
眠
れ
る
文
学
的
意

識
を
か
り
た
て
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
広
津
和
郎
は
二
葉
亭
四
迷
の
「
浮

雲
」
を
読
ん
で
こ
の
作
胡
か
ら
与
え
ら
れ
た
感
動
が
「
私
を
文
学
に
導
く

最
初
の
土
台
を
作
っ
た
」
（
ヨ
葉
亭
の
リ
ア
リ
ズ
ム
」
）
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
広
津
和
郎
の
文
学
的
出
発
に
際
し
て
、
二
葉
亭
四
迷
と
正
宗
白
鳥
の

文
学
に
示
唆
さ
れ
た
こ
と
は
、
広
津
和
郎
の
以
後
の
文
学
活
動
に
顕
著
に

そ
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
広
津
文
学
の
決
定
的
な
礎
石
と
な
っ

た
と
言
え
る
。
し
か
し
二
葉
亭
や
白
鳥
ば
か
り
で
な
く
、
広
津
和
郎
は
二

葉
亭
や
白
烏
の
む
こ
う
に
あ
る
十
九
世
紀
未
の
ロ
シ
ア
文
学
に
多
大
の
影

響
を
受
け
て
い
る
。
そ
れ
は
早
稲
田
大
学
の
卒
業
論
文
に
「
チ
ェ
ホ
フ
と

ア
ル
ッ
ィ
バ
シ
ェ
フ
」
を
書
い
た
こ
と
で
も
そ
の
一
面
が
う
か
が
わ
れ
る

が
、
大
正
四
年
に
書
い
た
「
チ
ェ
ホ
フ
の
強
味
」
は
そ
の
ま
ま
広
津
和
郎

自
身
の
将
来
の
文
学
的
活
動
の
路
線
を
暗
示
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う

た
。
ト
ル
ス
ト
イ
が
チ
ェ
ホ
フ
は
一
個
の
写
真
師
に
過
ぎ
な
い
と
批
難
し〆

た
こ
と
に
、
チ
ェ
ホ
フ
手
弁
護
し
て
「
チ
ニ
ホ
フ
の
真
の
偉
さ
は
範
嶢
を

作
ら
な
か
っ
た
と
い
・
ふ
点
に
あ
る
。
彼
は
人
生
を
円
の
中
に
も
角
の
中
に

も
入
れ
込
も
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
人
生
を
愛
し
た
・
併
し
彼
は

賢
明
で
あ
っ
た
。
彼
は
人
間
の
喜
劇
を
も
、
悲
劇
を
も
あ
る
が
ま
ま
に
見

た
。
そ
れ
等
の
ど
ん
底
ま
で
も
解
剖
し
而
も
そ
れ
を
常
に
愛
を
持
っ
て
描

い
て
ゐ
た
・
」
そ
し
て
「
チ
ェ
ホ
フ
が
到
底
救
う
こ
と
の
出
来
な
い
ロ
シ

三
五
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ァ
の
消
極
的
廃
滅
の
病
原
菌
ど
し
て
発
見
し
た
も
の
は
、
社
会
状
態
の
不

幸
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
政
府
の
圧
迫
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
も
っ

と
根
本
的
な
性
格
の
破
滅
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
た
こ
と
を

賞
讃
し
て
い
る
。
ま
た
広
津
和
郎
は
チ
ェ
ホ
フ
の
魅
力
を
「
チ
ェ
ホ
フ
の

註
②

幽
霊
」
と
名
付
け
「
臨
終
に
思
い
出
す
作
家
」
で
あ
り
、
「
亡
び
行
く
時
代

を
ど
う
す
る
と
い
ふ
よ
う
な
さ
う
い
ふ
積
極
的
な
動
き
方
は
せ
ず
、
静
か

に
挽
歌
を
歌
っ
て
ゐ
る
隠
者
の
姿
で
あ
る
。
人
の
命
の
修
さ
と
人
生
の
徒

労
と
を
説
い
て
ゐ
る
世
持
て
人
の
姿
で
あ
る
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
。
こ

の
チ
ェ
ホ
フ
の
姿
は
そ
の
ま
ま
広
津
和
郎
の
姿
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
僕
は
範
陰
を
欲
し
な
い
。
む
し
ろ
範
艫
の
誘
惑
を
怖
れ
る
」
と
言
い
、

菊
池
寛
の
批
評
に
対
し
て
「
菊
池
氏
の
作
物
の
や
う
に
、
あ
る
事
件
を
描

い
た
後
に
、
ぴ
っ
た
り
と
そ
れ
の
解
釈
を
下
し
て
置
く
や
う
な
事
は
し
て

な
い
。
解
釈
は
読
者
の
心
に
任
せ
て
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
作
者
は
読
者
の

註
③

心
に
或
問
題
を
提
供
し
て
は
ゐ
る
」
と
い
う
広
津
和
郎
の
態
度
は
、
チ
ェ

ホ
フ
の
「
人
生
を
円
の
中
に
も
角
の
中
に
も
入
れ
込
ま
う
と
は
し
な
か
っ

た
」
態
度
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
チ
ェ
ホ
フ
の
思
考
、
方
法
が
深
く

広
津
和
郎
の
意
識
の
内
部
に
入
り
込
み
、
チ
ェ
ホ
フ
の
目
で
見
、
チ
ェ
ホ

フ
の
耳
で
聞
き
、
チ
ェ
ホ
フ
の
心
で
考
え
る
広
津
和
郎
を
発
見
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
広
津
和
郎
は
ま
っ
た
く
チ
ェ
ホ
フ
の
幽
霊
に
と
り
つ
か
れ
て

し
ま
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

広
津
和
郎
が
自
然
主
義
文
学
に
よ
り
教
養
さ
れ
て
、
人
間
の
真
実
と
人

生
の
真
実
と
を
文
学
に
お
い
て
再
生
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
と
し
た
時
に
、

「
人
間
の
喜
劇
を
も
悲
劇
を
も
あ
る
が
ま
ま
に
見
て
」
「
そ
れ
ら
の
ど
ん

一
二
一
〈

底
ま
で
解
剖
し
て
描
い
た
」
チ
ェ
ホ
フ
の
存
在
は
広
津
和
郎
に
と
っ
て
、

そ
れ
は
行
動
の
指
針
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
性
格
破
産
者
と
い

う
人
間
典
型
は
広
津
和
郎
の
意
識
の
中
で
「
チ
ェ
ホ
フ
の
幽
霊
」
に
よ
っ

て
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
さ
れ
、
そ
こ
に
現
実
生
活
の
相
剋
が
あ
り
、

広
津
和
郎
は
自
分
を
性
格
破
産
者
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は

性
格
破
産
者
と
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
す
る
こ
と
に
よ
り
現
実
生
活
の
問
題
の
解

決
を
回
避
し
、
性
格
破
産
者
と
い
う
人
間
典
型
を
普
遍
化
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
広
津
和
郎
が
チ
ェ
ホ
フ
を
代
表
す
る
一
九
世
紀
末
の
ロ
シ
ア
文

学
の
メ
ガ
ネ
を
借
用
し
て
、
当
時
の
日
本
を
見
た
時
に
、
そ
の
メ
ガ
ネ
の

度
は
ま
っ
た
く
日
本
の
社
会
状
況
に
ぴ
っ
た
り
と
あ
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

ろ
芦
っ
か
。

チ
ェ
ホ
フ
が
ロ
シ
ア
の
消
極
的
な
廃
滅
の
原
因
と
し
て
「
社
会
的
不
幸

と
い
ふ
事
で
も
な
け
れ
ば
、
政
府
の
圧
迫
と
い
ふ
こ
と
で
も
な
く
、
も
っ
と

根
本
的
な
人
間
の
性
格
の
破
産
」
（
「
チ
ェ
ホ
フ
の
強
み
」
）
と
い
う
の
を
そ
の

ま
ま
日
本
に
移
植
し
て
「
現
代
日
本
で
一
番
型
ふ
る
べ
き
は
性
格
破
産
者

だ
」
（
「
二
人
の
不
幸
者
」
序
）
と
言
う
の
は
か
な
り
乱
暴
な
こ
と
で
は
な
か

ろ
う
か
。
当
時
の
ロ
シ
ア
の
社
会
状
勢
を
佐
倉
木
基
一
氏
の
チ
ェ
ホ
フ
解

註
帥

説
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。
当
時
の
ロ
シ
ア
は
．
八
八
一
年
の
ア
レ
キ

サ
ン
ド
ル
二
世
の
暗
殺
を
頂
点
と
し
て
、
七
十
年
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ

ャ
の
心
を
と
ら
え
た
い
わ
ゆ
る
ナ
ロ
ー
ド
’
一
キ
（
人
民
派
）
の
運
動
が
内

部
か
ら
も
崩
壊
し
、
ま
た
外
部
か
ら
の
徹
底
的
な
弾
圧
を
こ
う
む
っ
た
反

動
期
で
あ
っ
て
、
：
。
…
反
動
政
治
家
の
も
と
で
、
言
論
の
自
由
は
制
限
さ

､



』

れ
、
進
歩
的
な
人
々
は
片
は
し
か
ら
投
獄
さ
れ
た
り
、
流
刑
に
処
せ
ら
れ

た
り
し
た
。
七
十
年
の
入
念
の
心
を
揺
す
ぶ
っ
た
大
き
な
理
想
は
も
ろ
く

も
く
だ
け
、
幻
滅
と
そ
れ
に
続
い
て
無
気
力
と
無
関
心
と
が
や
っ
て
き
て
、

人
灸
は
暗
惜
と
し
た
日
食
の
な
か
で
、
積
極
的
な
行
動
を
失
っ
て
い
っ
た
」

と
い
う
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
十
九
世
紀
末
の
革
命
を
前
に
し
た
帝
政
の

頽
廃
期
と
二
十
世
紀
初
頃
の
日
清
、
日
露
、
第
一
次
世
界
大
戦
を
通
じ
て

日
本
資
本
主
義
が
高
度
に
発
展
し
て
く
る
日
本
の
社
会
状
況
と
は
か
な
り

違
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
こ
に
チ
ェ
ホ
フ
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
的
な
あ
ま
り
に
チ
ェ
ホ
フ
か
ぶ
れ

し
て
い
る
広
津
和
郎
の
一
面
が
見
ら
れ
よ
う
。

浅
見
淵
は
広
津
和
郎
の
「
絶
望
的
虚
無
的
な
気
持
」
は
「
時
代
が
余
儀

な
く
し
た
切
迫
し
た
本
当
の
そ
う
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
時
代
の
空
気

と
は
遊
離
し
た
多
分
に
ロ
ー
マ
ン
味
を
孕
ん
だ
そ
う
し
て
あ
く
ま
で
気
分

的
な
一
九
世
紀
末
の
ロ
シ
ア
文
学
耽
溺
の
結
果
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
」
と

註
⑤

は
っ
き
り
と
き
め
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
な
さ
し
め
た
条
件
と
し
て

一
ｔ

「
都
会
育
ち
の
内
気
な
性
格
と
生
得
の
敏
感
で
感
じ
や
す
い
性
格
」
を
あ

げ
て
、
「
当
時
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
意
識
的
、
あ
る
い
は
人
工
的
と
も
言

え
る
。
そ
う
し
た
絶
望
的
な
気
持
ｌ
い
や
気
分
に
殊
更
極
ま
っ
て
い
っ

た
の
だ
」
と
述
・
へ
て
い
る
。
中
村
吉
蔵
が
広
津
和
郎
の
少
年
時
代
を
「
顔

の
表
情
に
愛
欝
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
」
「
神
経
質
な
敏
感
な
少
年
で
あ
っ

註
⑥

た
」
と
回
想
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
神
経
質
」
で
「
敏
感
」
な
性
格
が
チ

ェ
ホ
フ
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
と
考
え
る
の
は
う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
八
歳
の
時
、
結
核
で
亡
く
な
っ
た
母
の
体
質
を
受
け
て
、
体
の
弱

広
津
和
郎
論

か
つ
た
広
津
和
郎
が
、
結
核
で
死
を
直
前
に
し
て
い
た
ア
ル
ッ
ィ
ゞ
〈
シ
ェ

フ
に
興
味
以
上
の
も
の
を
抱
い
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
広
津
和
郎
の
ロ
ジ
ァ
文
学
へ
の
急
速
な
接
近
を
広
津
和
郎
の
そ

れ
等
の
生
理
的
諸
条
件
に
の
み
帰
す
る
の
は
早
計
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

前
に
も
少
し
ふ
れ
た
が
や
は
り
当
時
の
文
壇
の
思
潮
も
考
え
て
み
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
広
津
和
郎
の
作
家
的
胎
動
期
の
明
治
の
終
り
か
ら
大
正
の

初
期
は
自
然
主
義
文
学
が
行
き
づ
ま
り
を
み
せ
、
そ
の
亜
流
と
も
言
う
べ

き
耽
美
派
文
学
、
享
楽
派
文
学
が
描
行
し
、
そ
れ
に
人
道
主
義
を
掲
げ
る

白
樺
派
が
拾
頭
し
て
き
つ
つ
あ
る
時
期
で
あ
っ
た
。

浅
見
淵
の
広
津
和
郎
に
対
す
る
こ
の
批
評
は
た
し
か
に
広
津
和
郎
の
側

面
を
鋭
く
突
い
て
い
よ
う
。
が
広
津
和
郎
の
苦
悶
と
い
う
も
の
が
浅
見
淵

の
言
う
よ
う
に
ま
っ
た
く
の
気
分
的
な
実
体
の
な
い
も
の
て
あ
っ
た
ろ
う

か
。
た
し
か
に
一
九
世
紀
末
ロ
シ
↓
ノ
と
二
十
世
紀
初
頭
の
日
本
の
状
況
を

同
一
視
し
て
、
性
格
破
産
者
を
普
遍
的
な
人
間
群
像
で
あ
る
と
規
定
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
い
さ
さ
か
の
誇
大
感
は
あ
る
。
が
広
津
和
郎
の
苦
悩
が

全
面
的
な
気
分
的
ポ
ー
ズ
と
し
た
ら
広
津
和
郎
は
小
説
を
書
き
な
が
ら
一
一

ヤ
’
一
ャ
笑
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
相
馬
泰
三
が
広
津
和
郎
を
評
し
て

注
例

「
彼
は
よ
く
か
ら
ノ
ー
、
と
荷
車
を
曳
つ
ば
っ
て
歩
い
て
ゐ
る
」
と
書
い
て

い
る
が
、
そ
の
荷
車
の
上
に
は
荷
物
は
何
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

そ
ん
な
こ
と
は
作
品
の
上
か
ら
も
、
日
常
生
活
の
密
度
の
上
か
ら
も
考
え

、

ら
れ
な
い
。
や
は
り
広
津
和
郎
は
真
に
苦
悶
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
チ
ェ

ホ
フ
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
も
は
や
そ
れ
は

チ
ェ
ホ
フ
を
離
れ
、
広
津
和
郎
の
内
部
に
多
少
と
も
血
肉
化
さ
れ
て
い
る

三
七
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し
か
し
広
津
和
郎
の
作
品
の
中
に
性
格
破
産
者
と
ま
っ
た
く
性
質
を
異

に
す
る
一
連
の
作
品
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
本

村
町
の
家
」
「
崖
」
「
哀
れ
な
犬
の
話
」
「
お
光
」
な
ど
で
あ
る
が
、
性

格
破
産
者
を
自
己
の
内
部
に
見
い
出
し
た
広
津
和
郎
に
こ
れ
等
の
ま
っ
た

く
違
っ
た
世
界
の
あ
っ
た
こ
と
は
い
ぶ
か
し
く
思
わ
れ
る
。
ま
ず
そ
れ
ら

の
作
岾
を
見
て
み
よ
う
。

大
正
六
年
八
月
に
書
か
れ
た
「
崖
」
（
原
題
・
思
ひ
出
し
た
事
「
新
潮
」
大
正

』
）
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註
①
広
津
和
郎
「
正
宗
白
鳥
小
論
」
（
「
作
者
の
感
想
」
大
正
九
年
三
月
発
刊
）

所
収
。

註
②
「
チ
十
一
ホ
フ
の
幽
霊
」
と
い
う
こ
と
ば
は
「
わ
が
心
を
語
る
」
（
「
改
造
」

昭
和
川
年
六
月
）
に
見
ら
れ
る
。

註
⑧
「
菊
池
寛
氏
に
、
其
他
」
（
「
早
稲
田
文
学
」
大
正
八
年
六
月
）

註
⑳
佐
倉
木
基
一
「
チ
ェ
ホ
フ
解
説
」
（
世
界
文
学
全
集
羽
巻
「
チ
ェ
ホ
フ
」

新
潮
社
昭
和
三
十
七
年
六
月
発
刊
、
四
二
○
頁
’
四
一
二
頁
）

註
⑤
浅
見
淵
「
広
津
和
郎
論
」
（
佐
藤
春
夫
、
宇
野
浩
二
監
修
・
編
纂
「
近
代

日
本
文
学
研
究
大
正
文
学
作
家
論
」
下
巻
二
四
九
頁
、
小
学
館
、
昭
和
十
八

年
一
月
発
行
）

註
⑥
中
村
吉
蔵
「
神
経
質
な
少
年
時
代
」
（
「
広
津
和
郎
氏
の
印
象
」
「
新
潮
」

大
正
八
年
二
月
）

註
③
相
馬
泰
三
「
荷
車
を
曳
つ
ば
っ
て
」
（
「
広
津
和
郎
氏
の
印
象
」
「
新
潮
」

大
正
八
年
二
月
）

六
年
十
一
月
）
は
作
者
が
知
多
半
島
の
師
崎
に
入
院
し
て
い
る
父
柳
浪
を
見

舞
い
に
行
き
、
一
月
ほ
ど
そ
こ
で
暮
す
の
だ
が
、
そ
の
あ
る
日
病
院
の
前

の
岬
の
上
か
ら
師
崎
の
町
を
見
お
ろ
し
て
い
る
時
、
後
ろ
の
病
院
か
ら
父

が
作
者
に
手
を
振
る
。
父
は
「
お
前
が
あ
の
岬
の
上
に
立
っ
て
ゐ
た
時
、

も
し
眩
最
で
も
し
て
よ
ろ
け
た
ら
大
変
だ
と
思
っ
て
」
手
を
振
っ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
日
父
は
か
な
り
の
血
を
吐
く
。
医
者
は
激
し
い
運
動
を
し

た
か
ら
と
診
断
す
る
が
、
作
者
は
「
そ
の
時
の
父
の
出
血
が
、
私
が
あ
の

岬
の
雌
の
上
に
立
っ
て
ゐ
た
時
に
、
余
り
に
父
が
心
配
し
て
胸
を
痛
め
た

＆
め
で
は
な
い
か
」
と
考
え
る
。
こ
れ
は
父
に
対
す
る
作
者
の
深
い
愛
情

の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
父
に
対
す
る
こ
ま
や
か
な
愛
情
は
大
正
六

年
十
月
の
「
本
村
町
の
家
」
（
「
文
章
世
界
」
大
正
六
年
十
一
月
）
に
も
見
ら
れ
る
。

「
父
と
私
と
の
心
に
は
、
昔
か
ら
一
種
の
不
思
議
な
神
経
が
働
い
て
ゐ
た
。

父
の
心
に
宿
る
怖
い
影
、
愛
構
、
悲
し
み
な
ど
は
、
直
ぐ
私
の
心
に
響
き

初
め
る
の
で
あ
っ
た
。
私
は
父
の
顔
を
一
目
見
る
と
、
直
ぐ
父
の
心
が
ど

ん
な
方
向
に
進
み
つ
良
あ
る
か
と
云
ふ
事
が
解
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
た

め
私
自
身
が
愛
餅
に
な
っ
た
り
、
悲
し
ん
だ
り
、
心
が
暗
く
な
っ
た
り
し

た
。
そ
れ
が
直
ぐ
に
再
び
父
の
心
に
影
響
を
与
へ
初
め
る
の
で
あ
っ
た
。
」

と
い
う
ほ
ど
父
と
作
者
と
の
間
に
は
ぴ
っ
た
り
し
た
心
の
相
関
作
用
と
い

う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
Ｕ
君
と
エ
ス
」
（
「
表
現
」
大
正
二
年
七
月
）
は
猟
犬
と
飼
主
と
の
愛

情
を
拙
い
た
も
の
で
、
Ｕ
君
の
重
ス
は
僕
の
唯
一
の
家
来
で
あ
り
、
親

友
で
あ
り
、
そ
し
て
少
し
誇
張
的
な
言
葉
を
使
へ
ば
、
何
か
親
身
な
も
の

と
で
も
云
ひ
た
い
よ
う
な
親
し
い
道
伴
れ
」
と
い
う
気
持
ち
は
そ
の
ま
ま

三
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、

エ
ス
の
気
持
ち
で
あ
っ
た
。

大
正
七
年
の
「
線
路
」
（
「
文
章
世
界
」
大
正
七
年
十
月
）
は
円
覚
寺
境
内

を
走
る
汽
車
に
蛇
が
礫
か
れ
る
の
を
目
撃
し
た
作
者
が
、
そ
の
こ
と
を
蛇

に
対
す
る
異
常
な
愛
情
を
も
っ
て
書
い
て
い
る
。

こ
れ
等
の
諸
作
は
性
格
の
破
産
者
系
統
の
作
品
と
ま
っ
た
く
異
な
り
ピ

ュ
ー
マ
’
一
ス
テ
ィ
ヅ
ク
な
あ
た
た
か
さ
を
嘘
じ
さ
せ
る
。
大
正
六
年
頃
か

ら
大
正
十
年
頃
ま
で
の
「
最
も
心
暗
き
時
代
」
「
家
庭
生
活
益
を
円
満
を

欠
き
家
を
外
に
し
て
放
浪
生
活
を
送
る
」
時
代
に
お
い
て
、
こ
れ
等
の
諸

作
が
性
格
破
産
者
の
人
間
典
型
を
自
己
の
内
部
に
見
出
だ
し
た
広
津
和
郎

か
ら
創
作
さ
れ
た
こ
と
は
非
常
に
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。
性
格
破
産
者

系
統
の
作
品
と
そ
れ
と
は
ま
っ
た
く
反
対
の
こ
れ
等
の
作
品
と
は
い
か
な

る
位
置
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

片
岡
良
一
は
「
作
者
は
無
解
決
な
探
求
に
だ
ん
だ
ん
と
疲
れ
て
行
き
．
．
．
．

…
深
い
疲
労
と
倦
怠
の
と
り
こ
と
な
っ
て
」
般
後
に
お
ち
つ
い
た
「
逃
避

註
切

的
な
休
息
の
場
」
と
し
て
考
え
て
い
る
。
し
か
し
大
正
六
年
に
「
本
村
町

の
家
」
、
大
正
七
年
に
「
静
か
な
春
」
、
大
正
八
年
に
「
お
光
」
を
吉
い
て

い
る
時
期
は
、
「
神
経
病
時
代
」
や
「
死
児
を
抱
い
て
」
を
執
筆
し
た
時

期
と
前
後
し
て
い
る
。
従
っ
て
年
譜
を
見
て
も
、
闘
い
疲
れ
て
最
後
に
到

達
し
た
尿
§
塗
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
と
藷
．
や
臆
り
こ
の

世
界
は
、
「
正
直
者
で
、
正
義
派
で
、
そ
し
て
道
徳
家
」
と
言
わ
れ
る
広

津
和
郎
が
作
家
と
し
て
出
発
す
る
以
前
か
ら
素
質
と
し
て
持
っ
て
い
た
世

界
で
は
な
か
ろ
う
か
、
そ
れ
が
「
心
暗
き
時
代
」
「
家
庭
生
活
円
満
を
欠

き
家
を
多
に
し
て
放
浪
す
る
」
と
い
う
苦
悩
の
時
代
に
相
遇
し
、
そ
一
」
に

広
津
和
郎
論

t

新
た
に
性
格
破
産
者
の
幻
影
が
入
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
世
紀
末

ロ
シ
ア
文
学
の
洗
礼
を
受
け
た
性
格
破
産
者
の
幻
影
と
、
あ
く
ま
で
正
義

派
的
な
ピ
ュ
ー
マ
’
一
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
－
面
と
が
、
同
時
に
広
津
和
郎
の
意

識
の
中
で
奇
妙
な
形
で
同
居
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
広
津
和

郎
は
現
実
生
活
の
諸
問
題
を
文
学
に
投
影
し
な
が
ら
苦
し
み
つ
つ
も
、
ま

た
一
方
で
は
こ
れ
等
の
ピ
ュ
ー
マ
’
一
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
作
品
を
書
く
こ
と
が

で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
広
津
和
郎
が
大
正
九
年
の
「
数
年

註
③

悩
み
た
る
結
婚
生
活
を
破
壊
す
る
」
と
い
う
現
実
的
解
決
を
行
な
っ
た
時
、

性
格
破
産
者
の
幻
影
は
広
津
和
郎
の
意
識
の
中
か
ら
消
え
去
っ
て
し
ま
っ

た
。
性
格
破
産
者
を
テ
ー
マ
と
す
る
作
品
も
だ
い
た
い
そ
れ
を
期
と
し
て

姿
を
消
し
て
い
る
。
だ
か
ら
「
逃
避
的
な
休
息
の
場
」
で
は
な
く
、
元
来

の
広
津
和
郎
に
復
帰
し
た
と
言
う
ゞ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
生
活
に
疲

れ
て
「
倦
怠
の
と
こ
ろ
」
‐
に
な
っ
た
時
期
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば

大
正
十
年
三
月
の
「
遊
戯
場
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
広

津
和
郎
に
と
っ
て
ほ
ん
の
一
時
期
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
こ
れ
等
の
ピ
ュ
ー
マ
’
一
ヅ
ク
な
作
品
と
い
っ
て
も
、
人
生
を
讃

歌
し
底
ぬ
け
に
明
る
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
そ
れ
は
広
津
和

郎
が
白
樺
派
的
理
想
を
持
つ
こ
と
も
で
き
ず
、
ま
た
自
己
の
周
辺
に
不
安

を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

註
①
片
岡
良
一
「
広
津
和
郎
」
（
久
松
潜
一
監
修
『
日
本
文
学
史
近
代
』
’

第
一
章
小
説
・
戯
曲
五
早
稲
田
派
と
後
期
自
然
主
義
’
四
四
七
’
四
四

八
頁
至
文
堂
昭
和
三
二
年
六
月
発
刊
）

註
③
宇
野
浩
二
「
道
徳
家
で
苦
労
性
で
」
（
「
新
潮
」
「
広
津
和
郎
氏
の
印
象
」

三
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司
一
、
ノ

戸
二
／
」

広
津
和
郎
は
性
格
破
産
者
の
悲
劇
を
描
き
な
が
ら
そ
の
性
格
破
産
者
の

苦
悶
の
克
服
は
強
靱
な
意
志
の
力
で
あ
る
・
こ
と
を
再
三
再
四
税
い
て
い
る
。

性
格
破
産
者
の
悲
劇
は
周
囲
の
環
境
に
そ
の
生
活
を
制
約
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
神
経
病
時
代
」
に
お

い
て
は
鈴
木
定
吉
を
制
約
し
て
い
る
も
の
は
彼
の
勤
め
て
い
る
新
聞
社
で

あ
っ
た
。
ま
た
「
死
児
を
抱
い
て
」
で
は
そ
れ
は
不
用
意
に
結
婚
し
た
女

と
の
家
庭
生
活
で
あ
っ
た
。
そ
れ
等
の
周
囲
の
条
件
と
離
反
す
る
主
人
公

の
意
識
、
正
義
心
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
性
格
破
産
の
悲
劇
、
苦
悩
が
生
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
の
脱
出
を
意
志
の
力
に
求
め
よ
う
と
す
る

広
津
和
郎
の
態
度
は
「
人
生
を
再
現
し
て
能
事
お
わ
れ
り
と
す
る
自
然
派

末
流
、
乃
至
意
志
と
情
熱
を
欠
い
た
人
間
性
の
記
録
製
作
の
み
に
没
頭
し

註
⑪

て
い
る
作
家
」
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
。
広
津
和
郎
の
作
品
に
出
て

く
る
主
人
公
は
現
実
に
即
し
て
そ
の
不
条
理
に
苦
し
み
な
が
ら
、
な
ん
と

か
し
て
閉
塞
さ
れ
た
状
況
を
打
開
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
。
こ
こ
に
広

津
和
郎
の
人
生
に
お
い
て
積
極
的
な
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。
が
、
そ
れ

で
は
広
津
和
郎
の
現
実
を
把
握
す
る
尺
度
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ

註
②

は
片
岡
良
一
の
言
う
よ
う
に
「
良
識
と
人
情
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
心
広

津
和
郎
は
「
良
識
と
人
情
」
で
現
実
を
見
て
、
「
良
識
と
人
情
』
で
現
実

の
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
に
強
靱
な
意
志
の
力
を
必
要

大
正
八
年
二
月
）

註
③
前
記
〔
三
〕
の
註
②
に
同
じ
。

’

四
○

と
し
た
の
で
あ
る
が
こ
一
」
に
広
津
和
郎
の
思
想
性
の
欠
如
と
い
う
側
面
が

見
ら
れ
る
。
「
現
代
が
生
ん
だ
不
幸
な
人
間
」
「
過
渡
時
代
に
生
れ
た
無

力
者
」
と
言
い
な
が
ら
、
性
格
破
産
者
を
生
み
出
し
た
歴
史
社
会
へ
の
究

明
が
な
く
、
単
に
「
現
実
を
み
つ
め
て
、
そ
こ
に
不
安
と
焦
慮
を
感
ず
る

註
⑧

以
上
の
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
広
津
和
郎
が
「
範
曠
を
恐

れ
一
て
思
想
を
持
た
な
か
っ
た
｝
」
と
が
結
果
的
に
は
問
題
解
決
の
メ
ド
の

立
た
な
い
迷
路
に
落
ち
こ
み
方
向
を
失
な
っ
て
「
動
け
ば
足
が
も
ぐ
っ
て

行
く
泥
沼
」
，
（
「
波
の
上
」
）
か
ら
抜
け
だ
す
こ
と
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
も
し
広
津
和
郎
が
社
会
構
造
に
対
し
て
視
線
を
む
け
て
い

た
ら
、
ま
た
違
っ
た
作
品
が
書
か
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
ま
で
広
津

和
郎
の
視
線
が
と
ど
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
自
然
主
義
末
期
に
登
場

し
た
と
い
う
時
代
的
背
景
も
あ
る
が
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
作
家
的
素
質

の
問
題
で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
当
時
に
お
い
て
広
津
和
郎
が
い
ち
は
や
く
白
樺
派
の
人
道
主
義
が

内
容
の
な
い
空
虚
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
が
、
性
格
破
産
者
と
い
う
人
間
典
型
は
当
時
の
日
本
の
土
壌

で
は
、
広
津
和
郎
が
警
句
す
る
ほ
ど
多
く
み
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
一
般
的
状
況
で
あ
る
と
普
遍
化
し
よ
う
と
す
る
態
度
に
は
、
外
国

文
学
に
示
唆
さ
れ
外
国
文
学
の
命
題
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
移
植
し
平
然
と

し
て
い
る
一
部
の
近
代
作
家
の
お
も
か
げ
が
感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
・

註
仙
片
岡
良
一
「
広
津
和
郎
論
」
（
『
現
代
日
本
文
学
全
集
認
広
津
和
郎
・

宇
野
浩
二
集
』
所
収
三
九
七
頁
筑
摩
書
房
昭
和
三
十
年
十
二
月
発
刊
）

註
③
③
前
記
〔
五
〕
の
註
艸
に
同
じ
。


