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は
じ
め
に

太
宰
治
の
短
編
小
説
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
（
『
群
像
』

‐

昭
和

・

）
は
、
戦
時
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1

体
制
を
支
え
た
価
値
観
の
多
く
が
無
効
と
な
り
、
新
た
な
標
準
が
設
定
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
時

代
を
映
し
出
す
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
。「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
と
い
う
幻
聴
が
「
こ

と
し
二
十
六
歳
」
の
「
私
」
の
抱
く
高
揚
感
を
こ
と
ご
と
く
霧
消
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
あ
ら

ゆ
る
こ
と
に
不
信
の
念
を
抱
い
て
し
ま
う
、
戦
中
か
ら
戦
後
を
生
き
る
若
者
の
〈
苦
悩
〉
が

表
象
さ
れ
て
い
る
、
と
す
る
見
方
は
根
強
い
。

1

何
か
物
事
に
感
激
し
、
奮
ひ
立
た
う
と
す
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
無
く
、
幽
か
に
、
ト

カ
ト
ン
ト
ン
と
あ
の
金
槌
の
音
が
聞
え
て
来
て
、
と
た
ん
に
私
は
き
よ
ろ
り
と
な
り
、
眼

前
の
風
景
が
ま
る
で
も
う
一
変
し
て
し
ま
つ
て
、
映
写
が
ふ
つ
と
中
絶
し
て
あ
と
に
は
た

だ
純
白
の
ス
ク
リ
ン
だ
け
が
残
り
、
そ
れ
を
ま
じ
ま
じ
と
眺
め
て
ゐ
る
や
う
な
、
何
と
も

は
か
な
い
、
ば
か
ら
し
い
気
持
に
な
る
の
で
す
。

2

「
誰
の
耳
に
も
ト
カ
ト
ン
ト
ン
は
聞
こ
え
て
来
る
の
で
あ
る
」
と
書
い
た
外
村
繁
の
同
時

3

代
評
は
、
戦
後
の
「
配
給
さ
れ
た
自
由
」
（
河
上
徹
太
郎
）
の
な
か
で
〈
新
日
本
〉
の
再
生

4

が
図
ら
れ
る
途
上
、
そ
の
建
設
の
意
気
と
併
行
し
て
多
く
の
人
々
を
覆
っ
て
い
た
白
々
し
い

感
覚
を
言
い
あ
て
て
い
る
の
だ
ろ
う
。〈
臣
民
の
道
〉
を
一
筋
に
生
き
抜
き
、〈
皇
国
〉
の
た

め
に
命
を
捧
げ
る
こ
と
を
自
明
の
理
と
信
じ
る
よ
う
強
要
さ
れ
た
人
々
の
な
か
に
は
、
〈
民

主
主
義
〉
や
〈
自
由
〉
と
い
う
新
た
な
理
想
の
現
出
を
、
実
感
の
伴
わ
ぬ
、
お
仕
着
せ
の
模

様
替
え
と
い
ぶ
か
し
が
る
向
き
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
こ
に
は
、
あ
る
特
定
の
理
念
へ
の
絶

対
的
な
信
憑
に
危
う
さ
を
察
知
す
る
と
い
う
、
き
わ
め
て
健
全
な
批
判
的
応
答
が
あ
っ
た
と

い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
を
そ
の
よ
う
な
「
戦
後
の
或
る
一
つ
の
共

通
な
心
理
的
の
断
層
を
触
り
当
て
」
（
青
野
季
吉
）
た
小
説
と
見
な
す
根
拠
は
十
分
に
あ
る

5

*

舘

下

徹

志

Tetsushi
TA

TESH
ITA

と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
、
太
宰
治
が
美
知
子
夫
人
に
、「
あ
の
人
の
手
紙
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
『
ト
カ
ト

ン
ト
ン
』
を
書
い
た
の
だ
」
と
語
っ
た
と
い
う
、
「
ヒ
ン
ト
」
の
提
供
者
、
保
知
勇
二
郎
に

6

宛
て
た
、
「
ト
ン
カ
チ
の
音
を
貸
し
て
下
さ
る
や
う
お
願
ひ
し
ま
す
。
若
い
人
た
ち
の
げ
ん

ざ
い
の
苦
悩
を
書
い
て
み
た
い
と
思
つ
て
ゐ
る
の
で
す
」
と
い
う
葉
書
の
一
節
も
、
戦
後
の

7

混
沌
を
生
き
る
「
若
い
人
た
ち
の
げ
ん
ざ
い
の
苦
悩
」
に
主
題
を
見
定
め
る
見
解
を
補
完
す

る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
、
一
つ
の
表
現
を
そ
れ
が
制
作
さ
れ
た
同
時
代
に
お
け
る

諸
様
態
の
形
象
化
と
考
え
る
こ
と
が
、
作
品
世
界
を
時
代
の
状
況
に
縛
り
つ
け
、
時
代
の
制

約
を
超
越
し
て
見
出
し
得
る
読
解
の
可
能
性
や
テ
ク
ス
ト
の
魅
力
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
。
ま
た
、
作
者
に
よ
る
自
作
へ
の
言
及
は
、
必
ず
し
も
テ
ク
ス
ト
が
開
示
す
る
実

相
と
一
致
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
太
宰
治
の
言
を
光
源
と
し
て
、
小
説
と
い
う

虚
構
作
品
の
内
実
を
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
読
解
の
怠
慢
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は

な
い
か
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
戦
後
小
説
と
し
て
の
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
を
、
時
代
や
作
家

主
体
と
の
相
即
関
係
を
前
提
と
せ
ず
に
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
、〈
主

題
〉
に
関
わ
る
と
さ
れ
て
き
た
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
と
い
う
「
私
」
の
幻
聴
も
、
「
無
学
無

思
想
の
男
」
に
よ
る
短
い
返
信
に
記
さ
れ
た
「
マ
タ
イ
十
章
、
二
八
」
の
章
句
の
解
釈
も
可

能
な
か
ぎ
り
中
心
化
せ
ず
に
、
こ
の
小
説
の
お
も
し
ろ
さ
に
迫
る
こ
と
が
、
本
稿
の
ね
ら
い

で
あ
る
。

一

ま
ず
、
語
り
手
の
在
り
方
に
着
目
し
て
み
た
い
。
こ
の
小
説
に
は
三
人
の
語
り
手
が
内
在

す
る
。
す
な
わ
ち
、「
拝
啓
。
一
つ
だ
け
教
へ
て
下
さ
い
。
困
つ
て
ゐ
る
の
で
す
。」
と
書
き
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*  釧路高専 電子工学科 

1. はじめに 

2009年5月1日から2010年2月28日までの10ヶ月間に

渡り，北海道大学大学院情報科学研究科に内地研究員

として「足跡を用いた男女識別に関する研究」につい

て研究を行ったので報告する。 

 

2. 足跡を用いた男女識別 

 商業施設や公共施設などに出入りする人物の足跡か

ら男女識別を試みた。識別のための足跡は，施設の出

入り口に設置したセンサマットを用いて取得する。得

られた足跡から算出が可能な特徴量を用いてSVM（サ

ポートベクトルマシン）[1]により男女を識別する。 
男女識別について，種々提案されている。識別のた

めの特徴量は，顔[2]，歩き方[3]，髪型や服[4]などがあ

る。これらの特徴量の取得には，カメラによる映像か

ら算出している。しかしながら，カメラを用いて特徴

量を算出する手法には，次の4つの問題が発生する可能

性がある。第1に，識別場所の明るさの変化が大きい場

所の場合，カメラの露光許容範囲を超えると，特徴量

を得られくい。第2に高精度に識別を行うために，カメ

ラの校正が必要となる場合がある。第3に対象の人物の

顔を使用する場合には，個人が特定可能な映像を用い

ている。個人情報の保護の観点[5]からも，個人の特定

が困難な取得方法が必要とされている。第4に，施設の

出入り口に設置したカメラによって撮影した映像には，

人物が重なって映る可能性がある。その場合には，特

徴量の算出が困難になり，識別率が低下する。 

これらの問題が発生しない手法として，提案手法で

は男女識別のために足跡から算出可能な特徴量を用い

る。足の大きさは，年齢に関係なく男女差[6]があるこ

とに着目し，SVMにより男女を識別する。提案手法で

は，10代後半から60代を対象者とし，足跡をセンサマ

ット[7]により取得する。センサマットは，ON/OFFス
イッチにより構成されているため，明るさによる影響

を受けず，また，校正をする必要がなく，足跡から男

女の別を識別するため，個人を特定しにくく，足跡が

重なって記録されることがない。 

 

2.1. SVMによる足跡の特徴量を用いた男女

識別 

提案手法で用いる特徴量を算出するために，センサ

マットから出力する時系列画像から足跡の取得方法を

説明する。人が歩行するとき，足跡は時間変化ととも

に地面との接面がかかとからつま先と変化する。セン

サマットから出力する一人の片足分の N 枚の画像（サ

イズ 40×20 画素）からなる時系列画像を考える。各画

像における画素(x, y)の輝度値は，ln(x, y)(1≦n≦N)であ

る。センサマットのスイッチが押下したスイッチの輝

度値を，ln(x, y) = 1 とする。一人の片足分を重畳した

画像の輝度値 m(x, y) は， 
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によって求める。だたし，式中のX, Y は画像のサイズ

を表す。提案手法では，式(1) を用いて，重畳した画

像を足跡画像と呼ぶ。図1 に時系列画像を重畳した足

跡画像の作成過程を示す。センサマットのスイッチが

足によって押下したスイッチ，すなわちm(x, y)=1の画

素を図中に黒で示す。足跡画像より算出可能な特徴量
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出
す
、
長
文
の
手
紙
の
語
り
手
「
私
」
、
「
拝
復
。
気
取
つ
た
苦
悩
で
す
ね
。
僕
は
、
あ
ま
り

同
情
し
て
は
ゐ
な
い
ん
で
す
よ
。
」
に
は
じ
ま
る
短
い
返
信
を
書
く
「
僕
」
、
そ
れ
に
、「
私
」

と
「
僕
」
の
両
者
を
相
対
化
す
る
語
り
手
の
三
者
で
あ
る
。
第
三
の
語
り
手
は
こ
う
述
べ
る
。

こ
の
奇
異
な
る
手
紙
を
受
け
取
つ
た
某
作
家
は
、
む
ざ
ん
に
も
無
学
無
思
想
の
男
で
あ

つ
た
が
、
次
の
如
き
返
答
を
与
へ
た
。

「
私
」
の
手
紙
を
「
奇
異
」
な
も
の
と
捉
え
、
そ
れ
に
返
信
し
た
「
僕
」
を
「
無
学
無
思

想
の
男
」
と
批
評
し
て
い
る
。「
む
ざ
ん
に
も
」
と
い
う
評
価
は
、「
教
へ
」
を
請
う
て
い
る

「
私
」
の
期
待
に
応
え
ら
れ
る
だ
け
の
素
養
や
資
質
を
「
僕
」
が
備
え
て
い
な
い
こ
と
に
対

す
る
嘲
り
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、「
僕
」
の
「
無
学
無
思
想
」
を
見
抜
け
ず
、「
教

へ
て
下
さ
い
」
と
懇
願
す
る
「
私
」
の
浅
は
か
さ
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
第
三
の
語
り
手
は
「
私
」
と
「
僕
」
と
の
双
方
を
批
判
す
る
特
権
的
な
位
置
に
立
つ
の

で
あ
る
。
こ
の
特
権
的
な
語
り
口
は
、
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
を
高
み
か
ら
統
御
す
る
、
超
越

者
と
し
て
の
万
能
感
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
他
の
語
り
手
ま
た
は
語
り
と
の
係
争
な
ど
あ
り

得
な
い
。
だ
が
、
こ
の
語
り
手
の
安
泰
は
仮
象
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は

後
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

「
奇
異
な
る
手
紙
」
を
送
る
「
私
」
の
語
り
の
特
徴
は
、
「
い
か
に
書
く
か
」
と
い
う
対

他
的
な
創
作
意
識
の
明
示
と
、
読
み
手
を
飽
き
さ
せ
ま
い
と
す
る
滑
稽
な
描
写
の
工
夫
に
あ

る
。
そ
の
二
つ
の
要
素
は
、
虚
構
と
し
て
の
言
語
作
品
を
書
き
上
げ
よ
う
と
す
る
意
欲
の
表

れ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
銭
湯
」
の
「
薄
暗
い
湯
槽
の
隅
で
」
、
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
の
音
を

聞
き
、
そ
れ
ま
で
「
書
き
す
す
め
て
」
い
た
「
軍
隊
生
活
の
追
憶
」
を
素
材
に
し
た
「
百
枚

ち
か
く
の
原
稿
」
を
、
「
あ
ま
り
の
ば
か
ば
か
し
さ
に
呆
れ
、
う
ん
ざ
り
し
て
、
破
る
気
力

も
無
く
、
そ
れ
以
後
の
毎
日
の
鼻
紙
に
」
し
て
か
ら
、
「
け
ふ
ま
で
、
小
説
ら
し
い
も
の
は

一
行
も
書
き
ま
せ
ん
」
と
「
私
」
は
語
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
に
綴
ら
れ
る
こ
の
手
紙

こ
そ
ま
さ
し
く
、「
小
説
ら
し
い
も
の
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
う
し
て
そ
れ
か
ら
、
（
私
の
文
章
に
は
、
ず
ゐ
ぶ
ん
、
さ
う
し
て
そ
れ
か
ら
が
多
い

、
、
、
、
、
、
、
、

で
せ
う
？

こ
れ
も
や
は
り
頭
の
悪
い
男
の
文
章
の
特
色
で
せ
う
か
し
ら
。
自
分
で
も
大

い
に
気
に
な
る
の
で
す
が
、
で
も
、
つ
い
自
然
に
出
て
し
ま
ふ
の
で
、
泣
寝
入
り
で
す
）

さ
う
し
て
そ
れ
か
ら
、
私
は
、
コ
ヒ
を
は
じ
め
た
の
で
す
。
お
笑
ひ
に
な
つ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
い
や
、
笑
は
れ
た
つ
て
、
ど
う
仕
様
も
無
い
ん
で
す
。
金
魚
鉢
の
メ
ダ
カ
が
、
鉢

の
底
か
ら
二
寸
く
ら
ゐ
の
個
所
に
う
か
ん
で
、
じ
つ
と
静
止
し
て
、
さ
う
し
て
お
の
づ
か

ら
身
ご
も
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
私
も
、
ぼ
ん
や
り
暮
し
な
が
ら
、
い
つ
と
は
な
し
に
、
ど

う
や
ら
、
羞
づ
か
し
い
恋
を
は
じ
め
て
ゐ
た
の
で
し
た
。

恋
を
は
じ
め
る
と
、
と
て
も
音
楽
が
身
に
し
み
て
来
ま
す
ね
。
あ
れ
が
コ
ヒ
の
ヤ
マ
ヒ

の
一
ば
ん
た
し
か
な
兆
候
だ
と
思
ひ
ま
す
。

（
傍
点
は
本
文
に
よ
る
）

「
コ
ヒ
の
ヤ
マ
ヒ
」
な
ど
と
い
う
こ
と
さ
ら
め
い
た
用
字
法
に
、
自
嘲
を
ほ
の
め
か
す
対

他
意
識
の
現
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
さ
う
し
て
そ
れ
か
ら
」
と
い
う
表
現
の
多
用
が

読
み
手
に
と
っ
て
目
障
り
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
り
つ
つ
も
、
「
自
然
に
出
て
し
ま
ふ
」
こ
と

を
言
い
訳
に
し
て
「
私
」
は
そ
の
言
辞
を
手
放
さ
な
い
。
こ
の
括
弧
内
の
注
釈
か
ら
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
の
は
、
自
ら
の
書
き
癖
に
自
覚
的
な
「
私
」
が
、
そ
の
〈
素
人
〉
臭
さ
を
利

用
し
て
、
プ
ロ
作
家
の
批
判
的
な
眼
差
し
を
惹
き
つ
け
よ
う
と
す
る
挑
発
的
な
態
度
で
あ
る
。

あ
ま
り
に
も
あ
り
き
た
り
な
、
「
恋
を
は
じ
め
る
と
、
と
て
も
音
楽
が
身
に
し
み
て
来
ま
す

ね
」
と
い
う
感
想
も
、
〈
素
人
〉
の
新
味
に
欠
け
る
発
想
を
臆
面
も
な
く
記
し
て
、
読
み
手

の
冷
笑
を
誘
う
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
挑
発
表
現
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
時
た
ま
明
治
大
正
の
傑

作
小
説
集
な
ど
借
り
て
読
み
、
感
心
し
た
り
、
感
心
し
な
か
つ
た
り
」
す
る
「
私
」
は
、「
鼻

紙
」
に
し
た
原
稿
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
、
「
い
よ
い
よ
今
明
日
の
う
ち
に
完
成
だ
と
い
ふ
秋
の

夕
暮
」
な
ど
と
、
い
さ
さ
か
陳
腐
と
い
う
ほ
か
な
い
詩
的
情
趣
を
添
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、

〈
文
学
〉
の
半
可
通
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

加
う
る
に
、
こ
の
一
節
が
示
す
「
私
」
の
語
り
が
持
つ
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
過
度
の
具

体
化
が
も
た
ら
す
お
か
し
み
に
気
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
「
金
魚
鉢
の
メ
ダ
カ

が
、
鉢
の
底
か
ら
二
寸
く
ら
ゐ
の
個
所
に
う
か
ん
で
、
じ
つ
と
静
止
し
て
、
さ
う
し
て
お
の

づ
か
ら
身
ご
も
つ
て
ゐ
る
や
う
に
」
と
喩
え
ら
れ
た
恋
の
は
じ
ま
り
は
、
「
鉢
の
底
か
ら
二

寸
く
ら
ゐ
の
個
所
」
と
い
う
、
そ
れ
自
体
に
は
何
の
合
理
性
も
な
い
定
量
化
に
よ
っ
て
奇
妙

な
現
実
感
と
滑
稽
味
に
包
ま
れ
る
。
〈
過
剰
〉
な
叙
述
に
よ
っ
て
〈
お
か
し
み
〉
を
生
じ
さ

せ
る
こ
と
は
、
こ
の
手
紙
の
冒
頭
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
た
「
私
」
の
語
り
の
戦
略
で
あ

っ
た
。呉

服
屋
の
豊
田
さ
ん
な
ら
、
私
の
家
と
同
じ
町
内
で
し
た
か
ら
、
私
は
よ
く
知
つ
て
ゐ

る
の
で
す
。
先
代
の
太
左
衛
門
さ
ん
は
、
ふ
と
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
し
た
か
ら
、
太
左
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衛
門
と
い
ふ
お
名
前
も
よ
く
似
合
つ
て
ゐ
ま
し
た
が
、
当
代
の
太
左
衛
門
さ
ん
は
、
瘦
せ

て
さ
う
し
て
イ
キ
で
い
ら
つ
し
や
る
か
ら
、
羽
左
衛
門
さ
ん
と
で
も
お
呼
び
し
た
い
や
う

で
し
た
。

引
用
し
た
第
一
文
で
、
「
私
」
が
伝
達
す
べ
き
こ
と
は
尽
き
て
い
る
。
そ
こ
に
累
加
さ
れ

る
情
報
は
手
紙
を
受
け
取
る
読
み
手
に
と
っ
て
は
駄
弁
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
「
火
急

の
用
事
」
だ
と
い
う
こ
の
手
紙
の
緊
急
性
は
、
こ
う
し
た
暢
気
な
世
間
話
の
挿
入
で
相
対
化

さ
れ
る
。
「
私
」
は
こ
こ
で
「
太
左
衛
門
」
か
ら
「
羽
左
衛
門
」
に
話
柄
を
転
じ
て
、
敗
戦

の
年
に
世
を
去
っ
た
歌
舞
伎
役
者
・
十
五
世
市
村
羽
左
衛
門
に
ふ
れ
て
み
た
か
っ
た
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
。
類
似
す
る
音
の
連
想
か
ら
「
美
男
の
典
型
人
」
で
あ
る
「
羽
左
衛
門
」
に
移

8

行
す
る
機
知
を
ち
ら
つ
か
せ
、
「
明
快
で
、
爽
や
か
で
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
屈
託
が
な
い
、

そ
れ
に
み
ず
み
ず
し
さ
溢
れ
る
色
気
と
無
類
の
男
っ
振
り
の
よ
さ
」
を
備
え
て
い
た
と
い
う

9

名
優
の
面
影
に
な
ぞ
ら
え
、
「
当
代
の
太
左
衛
門
さ
ん
」
を
持
ち
上
げ
る
か
に
見
せ
て
、
実

は
そ
う
し
た
他
者
の
「
イ
キ
」
を
見
逃
さ
な
い
「
私
」
が
、
い
か
に
〈
野
暮
〉
と
は
隔
た
っ

た
趣
味
人
で
あ
る
か
を
披
露
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
〈
過
剰
〉
で
あ
る
こ
と
は
ま
た
、

自
己
顕
示
の
方
法
で
も
あ
っ
た
。

「
コ
ヒ
」
の
場
面
に
戻
ろ
う
。「
は
た
ち
前
の
や
う
」
だ
と
い
う
「
時
田
花
江
」
は
、「
遠

い
血
筋
」
に
あ
た
る
「
旅
館
の
お
か
み
さ
ん
」
を
頼
り
、
敗
戦
直
前
に
疎
開
し
て
来
た
が
、

「
土
地
の
者
た
ち
の
評
判
」
で
は
「
凄
腕
」
と
噂
さ
れ
る
女
性
だ
っ
た
。
郵
便
局
員
の
「
私
」

は
、「
花
江
」
が
「
一
週
間
に
い
ち
ど
く
ら
ゐ
は
二
百
円
か
三
百
円
の
新
円
を
貯
金
し
に
来
」

る
た
び
に
「
あ
ん
ま
り
苦
し
く
て
顔
が
蒼
く
な
り
額
に
油
汗
の
に
じ
み
出
る
や
う
な
気
持
」

に
な
る
。「
花
江
さ
ん
の
取
り
澄
ま
し
て
差
出
す
証
紙
を
貼
つ
た
汚
い
十
円
紙
幣
」
に
、「
花

江
さ
ん
を
ね
ら
つ
て
、
お
金
な
ん
か
を
や
つ
て
、
さ
う
し
て
、
花
江
さ
ん
を
ダ
メ
に
し
て
し

ま
」
お
う
と
す
る
男
た
ち
の
「
汚
い
」
欲
望
の
痕
跡
を
夢
想
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
踊

子
の
今
夜
が
汚
れ
る
の
で
あ
ら
う
か
」
と
苦
悶
し
た
、
川
端
康
成
『
伊
豆
の
踊
子
』
（
『
文
藝

時
代
』

‐

・

大
正

・

、

）
に
登
場
す
る
「
高
等
学
校
」
の
学
生
・
「
私
」
と

3

1

2

15

1

2

同
様
に
、
恋
心
に
起
因
す
る
妄
想
が
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の
「
私
」
を
襲
う
。

と
こ
ろ
が
、
「
五
月
の
、
な
か
ば
過
ぎ
の
頃
」
、
事
態
は
意
外
な
進
展
を
み
せ
る
。
「
局
の

窓
口
」
で
「
花
江
さ
ん
」
か
ら
「
五
時
頃
、
お
ひ
ま
で
す
か
？
」
と
誘
い
を
受
け
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
ま
た
、「
私
」
の
語
り
に
は
過
度
の
具
体
的
叙
述
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。「
五

時
、
七
、
八
分
ま
へ
に
」
、
家
を
で
た
「
私
」
は
、「
海
の
は
う
へ
行
き
ま
せ
う
」
と
い
う
「
花

江
さ
ん
」
の
言
葉
に
従
い
、「
花
江
さ
ん
が
さ
き
に
、
そ
れ
か
ら
五
、
六
歩
は
な
れ
て
私
が
」

歩
き
出
す
。「
そ
れ
く
ら
ゐ
離
れ
て
歩
い
て
ゐ
る
の
に
、
二
人
の
歩
調
が
、
い
つ
の
ま
に
か
、

ぴ
つ
た
り
合
つ
て
し
ま
」
う
の
は
、
軍
隊
で
刻
み
込
ま
れ
た
規
範
が
、
緊
張
す
る
「
私
」
の

身
体
に
回
帰
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。
「
五
時
、
七
、
八
分
ま
へ
に
」
と
い
う
時
刻
へ
の
執

着
も
、
軍
事
行
動
に
は
欠
か
せ
な
い
、
時
間
に
つ
い
て
の
厳
密
な
態
度
を
体
現
し
て
い
る
。

観
念
と
し
て
の
「
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
の
幻
影
」
か
ら
は
「
不
思
議
な
く
ら
ゐ
綺
麗
に
」
脱
出
し

た
「
私
」
も
、
身
体
の
規
範
の
な
か
に
そ
の
残
滓
を
抱
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
苦
い
お
か
し

み
が
あ
る
。

「
こ
こ
が
、
い
い
わ
」
と
「
花
江
さ
ん
」
は
「
岸
に
あ
が
つ
て
ゐ
る
大
き
い
漁
船
と
漁
船

の
あ
ひ
だ
」
の
「
砂
地
」
に
「
は
ひ
つ
て
行
」
く
。
「
私
は
花
江
さ
ん
が
両
脚
を
前
に
投
げ

出
し
て
坐
つ
て
ゐ
る
個
所
か
ら
、
二
メ
ー
ト
ル
く
ら
ゐ
離
れ
た
と
こ
ろ
に
腰
を
お
ろ
」
し
た
。

こ
こ
も
〈
私
は
花
江
さ
ん
の
傍
ら
に
腰
を
お
ろ
し
ま
し
た
。
〉
と
簡
潔
に
表
現
し
て
も
お
か

し
く
は
な
い
と
こ
ろ
だ
。
「
長
い
は
だ
か
の
脚
」
を
投
げ
出
す
「
花
江
さ
ん
」
の
姿
態
に
惹

か
れ
つ
つ
も
、「
二
メ
ー
ト
ル
く
ら
ゐ
離
れ
た
と
こ
ろ
」
に
坐
っ
た
「
私
」
と
、「
汚
い
十
円

紙
幣
」
の
陰
に
潜
む
男
た
ち
と
の
倫
理
的
な
差
異
が
、
こ
う
し
た
微
妙
な
距
離
感
覚
を
と
お

し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
三
者
か
ら
見
れ
ば
余
計
な
気
づ
か
い
に
す
ぎ
な
い
過

度
の
具
体
化
は
、
他
者
に
向
け
て
ど
の
よ
う
な
自
己
を
描
き
出
す
の
か
と
い
う
切
実
な
課
題

へ
の
、
あ
ま
り
に
も
真
摯
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
滑
稽
な
言
及
と
な
る
。

貯
金
の
こ
と
を
切
り
出
し
た
「
花
江
さ
ん
」
は
、
涙
を
浮
か
べ
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
お
か

み
さ
ん
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
「
秘
密
」
を
「
私
」
に
明
か
す
。

私
は
花
江
さ
ん
に
キ
ス
し
て
や
り
た
く
て
、
仕
様
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
花
江
さ
ん

と
な
ら
、
ど
ん
な
苦
労
を
し
て
も
い
い
と
思
ひ
ま
し
た
。

「
こ
の
辺
の
ひ
と
た
ち
は
、
み
ん
な
駄
目
ね
え
。
あ
た
し
、
あ
な
た
に
、
誤
解
さ
れ
て
や

し
な
い
か
と
思
つ
て
、
あ
な
た
に
一
こ
と
言
ひ
た
く
つ
て
、
そ
れ
で
け
ふ
ね
、
思
ひ
切
つ

て
。」

そ
の
時
、
実
際
ち
か
く
の
小
屋
か
ら
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
い
ふ
釘
打
つ
音
が
聞
え
た
の

で
す
。
こ
の
時
の
音
は
、
私
の
幻
聴
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
。
海
岸
の
佐
々
木
さ
ん
の
納

屋
で
、
事
実
、
音
高
く
釘
を
打
ち
は
じ
め
た
の
で
す
。
ト
カ
ト
ン
ト
ン
、
ト
ン
ト
ン
ト
カ

ト
ン
、
と
さ
か
ん
に
打
ち
ま
す
。
私
は
、
身
ぶ
る
ひ
し
て
立
ち
上
り
ま
し
た
。

「
わ
か
り
ま
し
た
。
誰
に
も
言
ひ
ま
せ
ん
。
」
花
江
さ
ん
の
す
ぐ
う
し
ろ
に
、
か
な
り
多
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量
の
犬
の
糞
が
あ
る
の
を
そ
の
と
き
見
つ
け
て
、
よ
つ
ぽ
ど
そ
れ
を
花
江
さ
ん
に
注
意
し

て
や
ら
う
か
と
思
ひ
ま
し
た
。

こ
こ
で
も
、
「
海
岸
の
佐
々
木
さ
ん
の
納
屋
」
、
「
か
な
り
多
量
の
犬
の
糞
」
と
書
き
込
ま

れ
る
過
剰
な
具
体
性
が
、
非
合
理
な
熱
情
と
し
て
の
恋
愛
を
無
効
化
す
る
劇
的
な
効
果
を
上

げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
情
動
へ
の
陶
酔
は
生
々
し
い
現
実
感
の
前
に
萎
え
果
て
て
、〈
祭

り
の
あ
と
〉
の
白
々
し
さ
が
、
笑
い
を
伴
っ
て
溢
れ
出
す
。
と
り
わ
け
、
人
目
を
避
け
て
、

「
こ
こ
が
、
い
い
わ
」
と
「
花
江
さ
ん
」
が
選
ん
だ
場
所
が
、
あ
ろ
う
こ
と
か
、
「
か
な
り

多
量
の
犬
の
糞
」
の
そ
ば
で
あ
っ
た
と
い
う
〈
落
ち
〉
は
、
図
と
地
の
入
れ
替
え
も
鮮
や
か

な
反
転
図
像
を
思
わ
せ
る
技
巧
的
叙
法
と
い
え
よ
う
。

恋
愛
感
情
の
漸
進
的
な
高
ま
り
は
、
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
い
ふ
釘
打
つ
音
」
で
一
気
に
消

滅
す
る
。
恋
愛
／
失
恋
を
題
材
と
し
た
小
説
で
あ
れ
ば
こ
の
あ
と
、
健
気
な
訴
え
か
け
と
は

裏
腹
な
「
花
江
さ
ん
」
の
「
凄
腕
」
ぶ
り
を
「
私
」
が
感
知
し
て
し
ま
う
出
来
事
や
、〈
家
〉

や
〈
病
〉
な
ど
の
障
壁
が
二
人
の
運
命
を
翻
弄
す
る
展
開
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
少

な
く
と
も
、
〈
恋
愛
〉
は
そ
れ
か
ら
の
変
質
を
描
く
こ
と
を
促
す
素
材
だ
か
ら
で
あ
る
。
関

わ
っ
た
者
が
無
傷
の
ま
ま
、
〈
恋
愛
〉
以
前
に
戻
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
そ

の
よ
う
な
〈
期
待
の
地
平
〉
を
裏
切
る
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
は
、
既
成
の
小
説
の
型
に
回
収

さ
れ
な
い
た
め
の
仕
掛
け
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
私
」
が
「
よ
つ
ぽ
ど
変
つ
た
失

恋
の
仕
方
」
と
振
り
返
る
「
コ
ヒ
」
の
筋
立
て
に
は
、
恋
愛
と
い
う
祝
祭
的
な
時
間
の
流
れ

を
追
い
越
し
て
、
気
が
つ
け
ば
〈
祭
り
の
あ
と
〉
に
突
き
抜
け
て
し
ま
う
男
の
〈
放
心
〉
が

描
か
れ
て
い
た
。
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
い
う
よ
う
に
「
す
べ
て
放
心
は
滑
稽
で
あ
る
」

10

と
す
れ
ば
、
こ
の
「
コ
ヒ
」
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
こ
そ
、
突
然
の
〈
放
心
〉
が
も
た
ら
す
、
手
の

込
ん
だ
滑
稽
譚
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

二

読
み
手
を
意
識
す
る
書
き
手
の
関
心
は
、
ど
う
す
れ
ば
一
つ
の
話
題
を
よ
り
魅
力
的
に
形

作
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
、〈
か
た
り
〉
の
手
法
の
工
夫
と
な
っ
て
現
れ
る
。「
奇
異
な

る
手
紙
」
の
語
り
手
「
私
」
の
〈
書
く
こ
と
〉
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
は
、「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」

の
音
を
聞
く
に
至
る
各
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
っ
き
り
と
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
表
現

と
い
う
他
者
へ
の
〈
贈
与
〉
を
め
ぐ
る
腐
心
で
あ
っ
た
。

「
六
月
に
は
ひ
つ
て
か
ら
、
私
は
用
事
が
あ
つ
て
青
森
へ
行
き
、
偶
然
、
労
働
者
の
デ
モ

を
見
」
た
。
そ
れ
ま
で
「
私
」
が
抱
い
て
い
た
「
社
会
運
動
ま
た
は
政
治
運
動
と
い
ふ
や
う

な
も
の
」
の
「
指
導
者
た
ち
」
の
印
象
は
こ
う
語
ら
れ
る
。

何
の
疑
ふ
と
こ
ろ
も
無
く
堂
々
と
所
信
を
述
べ
、
わ
が
言
に
従
へ
ば
必
ず
や
汝
自
身
な

ら
び
に
汝
の
家
庭
、
汝
の
村
、
汝
の
国
、
否
全
世
界
が
救
は
れ
る
で
あ
ら
う
と
、
大
見
得

を
切
つ
て
、
救
は
れ
な
い
の
は
汝
等
が
わ
が
言
に
従
は
な
い
か
ら
だ
と
う
そ
ぶ
き
、
さ
う

し
て
一
人
の
お
い
ら
ん
に
、
振
ら
れ
て
振
ら
れ
て
振
ら
れ
と
ほ
し
て
、
や
け
に
な
つ
て
公

娼
廃
止
を
叫
び
、
憤
然
と
し
て
美
男
の
同
志
を
殴
り
、
あ
ば
れ
て
、
う
る
さ
が
ら
れ
て
、

た
ま
た
ま
勲
章
を
も
ら
ひ
、
沖
天
の
意
気
を
以
て
わ
が
家
に
駆
け
込
み
、
か
あ
ち
や
ん
こ

れ
だ
、
と
得
意
満
面
、
そ
の
勲
章
の
小
箱
を
そ
つ
と
あ
け
て
女
房
に
見
せ
る
と
、
女
房
は

冷
た
く
、
あ
ら
、
勲
五
等
ぢ
や
な
い
の
、
せ
め
て
勲
二
等
く
ら
ゐ
で
な
く
ち
や
ね
え
、
と

言
ひ
、
亭
主
が
つ
か
り
、
な
ど
と
い
ふ
何
が
何
や
ら
ま
る
で
半
気
狂
ひ
の
や
う
な
男
が
、

そ
の
政
治
運
動
だ
の
社
会
運
動
だ
の
に
没
頭
し
て
ゐ
る
も
の
と
ば
か
り
思
ひ
込
ん
で
ゐ
た

の
で
す
。

（
傍
線
・
波
線
は
引
用
者
に
よ
る
）

小
心
翼
々
な
が
ら
厚
顔
無
恥
を
決
め
込
む
傲
岸
極
ま
り
な
い
男
。
「
指
導
者
た
ち
」
の
特

徴
は
そ
の
よ
う
な
分
裂
し
た
欲
動
の
表
象
と
し
て
戯
画
化
さ
れ
る
。
傍
線
部
に
顕
著
な
演
説

調
・
漢
文
調
の
文
体
が
伝
え
る
強
面
で
武
張
っ
た
外
貌
と
、
波
線
部
の
俗
言
調
で
揶
揄
さ
れ

こ
わ
も
て

る
幼
く
、
被
撃
的
な
内
面
と
が
鮮
や
か
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
両
者
の
対
照
性
を
捉
え

た
「
私
」
は
、
そ
れ
を
文
体
の
差
異
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
一
人
の

お
い
ら
ん
」
へ
の
執
心
は
、
歌
舞
伎
『
伽
羅
先
代
萩
』
（
奈
河
亀
輔
作
・
安
永
六
―
一
七
七

め
い
ぼ
く
せ
ん
だ
い
は
ぎ

な

が

わ
か
め
す
け

七
―
初
演
）
を
は
じ
め
と
す
る
〈
伊
達
騒
動
〉
に
材
を
採
っ
た
〈
物
語
〉
の
記
憶
を
呼
び
覚

ま
す
こ
と
だ
ろ
う
。
一
方
、
「
沖
天
の
意
気
」
は
戦
時
下
に
お
け
る
行
軍
の
形
容
を
想
起
さ

せ
る
漢
語
表
現
で
あ
る
。
「
私
」
は
巧
妙
に
も
、
こ
う
し
た
言
葉
の
陰
に
潜
む
別
の
文
脈
を

手
紙
文
に
引
き
入
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
〈
語
る
こ
と
〉
と
〈
騙
る
こ
と
〉
と

い
う
〈
か
た
り
〉
の
両
義
性
を
存
分
に
愉
し
む
表
現
主
体
が
い
る
。
坂
部
恵
が
い
う
「
〈
か

た
り
〉
の
主
体
一
般
の
も
つ
根
本
的
な
二
重
構
造
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
対
他
的
意
識
の
な

11

か
に
生
成
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
手
紙
は
、
「
あ
な
た
の
作
品
を
捜
し

て
読
む
癖
が
つ
い
て
」
い
る
と
い
う
「
私
」
が
、
「
某
作
家
」
に
送
り
つ
け
た
〈
謎
か
け
〉

で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
さ
う
し
て
そ
れ
か
ら
」
を
意
図
的
に
多
用
し
て
初
心
の
者

を
装
い
な
が
ら
、
手
練
れ
の
語
り
手
「
私
」
は
、
語
り
口
の
変
化
で
読
む
行
為
へ
の
意
欲
を

て

だ
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賦
活
し
つ
づ
け
る
。

生
々
潑
剌
、
と
で
も
言
つ
た
ら
い
い
の
で
せ
う
か
。
な
ん
と
ま
あ
、
楽
し
さ
う
な
行
進

な
の
で
せ
う
。
憂
鬱
の
影
も
卑
屈
の
皺
も
、
私
は
一
つ
も
見
出
す
事
が
出
来
ま
せ
ん
で
し

た
。
伸
び
て
行
く
活
力
だ
け
で
す
。
若
い
女
の
ひ
と
た
ち
も
、
手
に
旗
を
持
つ
て
労
働
歌

を
歌
ひ
、
私
は
胸
が
一
ぱ
い
に
な
り
、
涙
が
出
ま
し
た
。
あ
あ
、
日
本
が
戦
争
に
負
け
て
、

よ
か
つ
た
の
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。
生
れ
て
は
じ
め
て
、
真
の
自
由
と
い
ふ
も
の
の
姿
を
見

た
、
と
思
ひ
ま
し
た
。
も
し
こ
れ
が
、
政
治
運
動
や
社
会
運
動
か
ら
生
れ
た
子
だ
と
し
た

な
ら
、
人
間
は
ま
づ
政
治
思
想
、
社
会
思
想
を
こ
そ
第
一
に
学
ぶ
べ
き
だ
と
思
ひ
ま
し
た
。

な
ほ
も
行
進
を
見
て
ゐ
る
う
ち
に
、
自
分
の
行
く
べ
き
一
條
の
光
り
の
路
が
い
よ
い
よ

間
違
ひ
無
し
に
触
知
せ
ら
れ
た
や
う
な
大
歓
喜
の
気
分
に
な
り
、
涙
が
気
持
よ
く
頰
を
流

れ
て
、
さ
う
し
て
水
に
も
ぐ
つ
て
眼
を
ひ
ら
い
て
み
た
時
の
や
う
に
、
あ
た
り
の
風
景
が

ぼ
ん
や
り
緑
色
に
烟
つ
て
、
さ
う
し
て
そ
の
薄
明
の
漾
々
と
動
い
て
ゐ
る
中
を
、
真
紅
の

旗
が
燃
え
て
ゐ
る
有
様
を
、
あ
あ
そ
の
色
を
、
私
は
め
そ
め
そ
泣
き
な
が
ら
、
死
ん
で
も

忘
れ
ま
い
と
思
つ
た
ら
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
遠
く
幽
か
に
聞
え
て
、
も
う
そ
れ
つ
き
り
に

な
り
ま
し
た
。

感
動
詞
の
頻
出
と
「
思
ひ
ま
し
た
」
の
反
復
が
「
私
」
の
高
ぶ
る
感
情
に
照
応
し
て
い
る
。

か
つ
て
思
い
描
い
て
い
た
「
政
治
運
動
だ
の
社
会
運
動
だ
の
に
没
頭
し
て
ゐ
る
」
男
た
ち
の

醜
怪
さ
と
は
対
比
的
に
、
「
若
い
女
の
ひ
と
た
ち
」
の
「
生
々
潑
剌
」
と
し
た
「
伸
び
て
行

く
活
力
」
が
前
景
化
さ
れ
、
「
楽
し
さ
う
な
行
進
」
、
「
労
働
歌
」
、
「
真
の
自
由
」
、
「
自
分
の

行
く
べ
き
一
條
の
光
り
の
路
」
、「
真
紅
の
旗
」
と
い
っ
た
、
具
象
・
抽
象
を
織
り
交
ぜ
た
〈
戦

後
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
〉
の
表
徴
が
散
り
ば
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
新
た
な
信
仰
の
対

象
に
出
会
っ
た
宗
教
的
経
験
を
語
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
「
回
心
の
記
録
」
の
な
か
に
、
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
見
出
し
た
の
は
、
「
内
面
も
外
面
も
と
も
に
新
し
く
清
く
美
し

い
も
の
に
な
っ
た
と
い
う
感
じ
」
で
あ
っ
た
。
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の
「
私
」
は
そ
う
し
た

12

「
回
心
」
に
近
似
す
る
、
〈
聖
な
る
も
の
〉
と
し
て
の
「
自
分
の
行
く
べ
き
一
條
の
光
り
の

路
」
の
「
触
知
」
と
い
う
神
秘
性
を
帯
び
た
経
験
に
浸
り
、
自
己
の
新
た
な
生
ま
れ
変
わ
り

を
予
感
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
大
袈
裟
な
演
出
が
目
立
つ
人
生
の
一
大
転
機
も
ま
た
、
〈
祭

り
の
あ
と
〉
に
到
達
す
る
た
め
の
一
時
的
な
興
奮
状
態
に
転
化
す
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い

た
。「
奇
異
な
る
手
紙
」
の
読
み
手
は
徐
々
に
、「
私
」
の
語
り
の
文
法
に
も
馴
染
み
は
じ
め
、

「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
の
音
を
先
取
り
す
る
よ
う
に
な
る
。

「
私
」
の
手
紙
の
〈
虚
構
性
〉
を
分
析
し
た
清
水
秀
美
は
、
そ
れ
が
「
悩
み
相
談
の
手
紙

の
体
裁
を
と
っ
た
『
私
の
作
品
』
と
い
う
べ
き
『
作
り
も
の
（
虚
構
の
手
紙
）
』
で
あ
る
」

13

と
論
じ
る
。
そ
の
指
摘
は
、
「
私
」
が
抱
え
る
〈
苦
悩
〉
の
深
さ
の
測
定
に
拘
泥
し
て
い
た

従
来
の
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
論
を
鮮
や
か
に
相
対
化
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
あ
れ
こ
れ
と

思
い
詰
め
る
「
私
」
の
生
真
面
目
さ
は
そ
の
都
度
劇
化
さ
れ
、
そ
の
感
情
が
最
高
潮
と
な
る

の
を
待
っ
て
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
は
召
喚
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
終
わ
り
〉
が
わ
か
っ
て

い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
連
鎖
を
単
純
な
繰
り
返
し
と
感
じ
さ
せ
な
い
語
り
の
工
夫
に
、
虚
構
の

愉
悦
を
知
る
「
私
」
の
密
か
な
戯
れ
の
痕
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
は
、

清
水
秀
美
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
小
説
家
志
望
の
『
私
』
が
某
作
家
へ
と
一
つ
の
作
品
と
し

て
提
示
し
、
手
放
し
で
委
ね
た
」
虚
構
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
無
論
、
そ
の
こ
と
に

14

よ
っ
て
、〈
苦
悩
〉
自
体
が
無
効
化
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。〈
愉
悦
〉
は
〈
苦
悩
〉

を
覆
い
隠
す
た
め
の
演
技
な
の
だ
、
と
い
う
立
論
も
可
能
で
は
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
ひ

と
ま
ず
、
そ
う
し
た
主
題
論
を
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
て
、
「
私
」
の
〈
か
た
り
〉
に
即
し

た
読
解
を
続
け
て
み
た
い
。

教
へ
て
下
さ
い
。
こ
の
音
は
、
な
ん
で
せ
う
。
さ
う
し
て
、
こ
の
音
か
ら
の
が
れ
る
に

は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
せ
う
。
私
は
い
ま
、
実
際
、
こ
の
音
の
た
め
に
身
動
き
が
出

来
な
く
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
ど
う
か
、
ご
返
事
を
下
さ
い
。

な
ほ
最
後
に
も
う
一
言
つ
け
加
へ
さ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
私
は
こ
の
手
紙
を
半
分

も
書
か
ぬ
う
ち
に
、
も
う
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
が
、
さ
か
ん
に
聞
え
て
来
て
ゐ
た
の
で
す
。

こ
ん
な
手
紙
を
書
く
、
つ
ま
ら
な
さ
。
そ
れ
で
も
、
我
慢
し
て
と
に
か
く
、
こ
れ
だ
け
書

き
ま
し
た
。
さ
う
し
て
、
あ
ん
ま
り
つ
ま
ら
な
い
か
ら
、
や
け
に
な
つ
て
、
ウ
ソ
ば
つ
か

り
書
い
た
や
う
な
気
が
し
ま
す
。
花
江
さ
ん
な
ん
て
女
も
ゐ
な
い
し
、
デ
モ
も
見
た
の
ぢ

や
な
い
ん
で
す
。
そ
の
他
の
事
も
、
た
い
が
い
ウ
ソ
の
や
う
で
す
。

し
か
し
、
ト
カ
ト
ン
ト
ン
だ
け
は
、
ウ
ソ
で
な
い
や
う
で
す
。
読
み
か
へ
さ
ず
、
こ
の

ま
ま
お
送
り
致
し
ま
す
。
敬
具
。

「
な
ほ
最
後
に
」
以
下
の
追
記
が
、
「
私
」
の
〈
か
た
り
〉
の
真
意
を
測
り
が
た
い
も
の

に
見
せ
る
。
遠
藤
祐
は
、
「
ほ
ん
と
う
に
〈
つ
ま
ら
な
い
〉
な
ら
、
止
め
れ
ば
い
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
で
こ
そ
、
〈
ト
カ
ト
ン
ト
ン
〉
は
〈
ウ
ソ
〉
で
は
な
く
、
青
年
の
苦
悩
は
真
実
の
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も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
証
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
と
、
〈
苦
悩
〉
を
よ
そ
に
、
創
作
へ
の
意
欲

15

に
駆
ら
れ
て
い
る
「
私
」
の
真
情
を
剔
抉
す
る
。
確
か
に
、
誰
の
た
め
に
「
我
慢
し
」
、
何

に
対
し
て
「
や
け
に
な
つ
て
」
い
る
の
か
を
問
う
と
き
、
「
私
」
の
独
善
性
は
顕
わ
に
な
る

だ
ろ
う
。「
た
い
が
い
ウ
ソ
の
や
う
」
だ
と
い
う
言
述
に
引
き
続
い
て
付
加
さ
れ
る
、「
ト
カ

ト
ン
ト
ン
だ
け
は
、
ウ
ソ
で
な
い
や
う
で
す
」
と
い
う
他
人
事
の
よ
う
な
一
言
を
、
は
た
し

て
真
に
受
け
て
よ
い
も
の
か
ど
う
か
。
〈
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ク
ス
〉
を
前
に
、
読
み
手
は
当

惑
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
、
も
し
も
こ
の
当
惑
を
誘
発
す
る
こ
と
が
「
私
」
の
戦
略
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
こ

こ
ま
で
、「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
で
区
切
ら
れ
た
連
作
の
小
話
を
読
ん
で
き
た
読
み
手
は
、〈
苦

悩
〉
へ
の
応
答
義
務
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
遠
藤
祐
の
言
葉
を
敷
衍
す
る
な

ら
ば
、
「
青
年
の
苦
悩
」
が
「
真
実
の
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
否
定
す
る
た
め
に
「
つ
ま
ら

な
い
」
手
紙
は
書
き
つ
づ
け
ら
れ
、
そ
の
終
わ
り
ま
で
「
私
」
の
独
白
と
い
う
虚
構
に
付
き

合
っ
た
者
―
―
「
私
」
か
ら
の
贈
与
を
受
け
取
っ
た
者
―
―
に
だ
け
、
そ
の
か
ら
く
り
は
明

か
さ
れ
る
。「
教
へ
て
下
さ
い
」
と
い
う
懇
願
の
真
意
は
も
と
よ
り
、「
こ
と
し
二
十
六
歳
」

と
い
う
「
私
」
の
自
己
言
及
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
そ
の
真
偽
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
。「
片

田
舎
の
デ
イ
レ
ツ
タ
ン
ト
」
を
自
称
す
る
「
私
」
が
、
「
精
神
生
活
」
か
ら
の
「
堕
落
」
に

よ
り
、
「
日
ま
し
に
自
分
が
く
だ
ら
な
い
も
の
に
な
つ
て
行
く
や
う
な
気
が
し
て
」
な
ら
な

い
、
と
訴
え
か
け
る
「
よ
ろ
こ
び
の
少
い
内
容
の
」
手
紙
は
、
そ
う
し
た
〈
苦
悩
〉
を
方
便

と
す
る
こ
と
で
、
理
想
と
は
か
け
離
れ
た
自
己
の
〈
物
語
＝
虚
構
〉
を
形
作
る
こ
と
が
で
き

た
。
当
惑
や
疑
念
を
惹
起
さ
せ
た
ま
ま
閉
じ
ら
れ
、
「
読
み
か
へ
さ
ず
」
送
ら
れ
た
手
紙
に

は
、
実
の
と
こ
ろ
、〈
素
人
〉
に
身
を
や
つ
す
「
私
」
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
、〈
か
た
る
こ

と
〉
の
愉
し
さ
が
表
象
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三

「
無
学
無
思
想
の
男
」
が
書
い
た
返
信
は
、
「
私
」
の
手
紙
に
比
べ
て
、
実
に
短
く
、
独

断
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

拝
復
。
気
取
つ
た
苦
悩
で
す
ね
。
僕
は
、
あ
ま
り
同
情
し
て
は
ゐ
な
い
ん
で
す
よ
。
十

指
の
指
差
す
と
こ
ろ
、
十
目
の
見
る
と
こ
ろ
、
い
か
な
る
弁
明
も
成
立
し
な
い
醜
態
を
、

君
は
ま
だ
避
け
て
ゐ
る
や
う
で
す
ね
。
真
の
思
想
は
、
叡
智
よ
り
も
勇
気
を
必
要
と
す
る

も
の
で
す
。
マ
タ
イ
十
章
、
二
八
、
「
身
を
殺
し
て
霊
魂
を
こ
ろ
し
得
ぬ
者
ど
も
を
懼
る

た
ま
し
ひ

お
そ

な
、
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て

滅

し
得
る
者
を
お
そ
れ
よ
。」
こ
の
場
合
の
「
懼
る
」

た
ま
し
ひ

ほ
ろ
ぼ

は
、
「
畏
敬
」
の
意
に
ち
か
い
や
う
で
す
。
こ
の
イ
エ
ス
の
言
に
、
霹
靂
を
感
ず
る
事
が

出
来
た
ら
、
君
の
幻
聴
は
止
む
筈
で
す
。
不
尽
。

「
某
作
家
」
は
ま
ず
、「
君
」
の
「
気
取
つ
た
苦
悩
」
へ
の
違
和
感
を
表
明
す
る
。「
い
か

な
る
弁
明
も
成
立
し
な
い
醜
態
」
を
演
じ
る
だ
け
の
「
勇
気
」
が
ま
だ
欠
け
て
い
る
よ
う
だ
、

そ
れ
で
は
「
真
の
思
想
」
に
は
到
達
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
自
ら
が
「
真

の
思
想
」
の
持
ち
主
で
あ
る
か
の
よ
う
な
口
ぶ
り
で
あ
る
。
第
三
の
語
り
手
が
「
無
学
無
思

想
の
男
」
と
紹
介
し
た
こ
と
と
の
〈
ず
れ
〉
が
こ
こ
に
生
じ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
認
識
が
正

し
い
の
か
と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
「
無
学
無
思
想
の
男
」
で
あ
つ
て
も
「
真
の
思
想
」
に

つ
い
て
語
り
得
る
と
い
う
皮
肉
、
言
い
換
え
れ
ば
、
「
思
想
」
の
何
た
る
か
を
論
じ
る
こ
と

の
価
値
自
体
が
宙
に
浮
き
、
後
半
の
『
聖
書
』
か
ら
の
引
用
に
も
、
そ
の
い
か
が
わ
し
さ
が

ま
と
わ
り
つ
い
て
し
ま
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
私
」
は
「
真
の
思
想
」

を
得
る
た
め
の
方
法
を
訊
ね
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
某
作
家
」
に
よ
る
課
題
の
横
ず
ら

し
は
、「
私
」
の
手
紙
か
ら
、「
幻
聴
」
の
原
因
や
正
体
を
追
究
す
る
こ
と
の
緊
急
性
よ
り
も

む
し
ろ
、
「
私
」
を
夢
中
に
さ
せ
て
い
る
〈
か
た
る
こ
と
〉
の
愉
悦
の
表
象
を
読
み
取
り
、

そ
れ
に
対
し
て
的
外
れ
な
〈
か
た
り
〉
で
応
じ
よ
う
と
す
る
反
撃
の
構
え
を
意
味
し
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。

多
く
の
先
行
研
究
は
、
「
マ
タ
イ
十
章
、
二
八
」
を
引
用
し
た
「
某
作
家
」
の
意
図
を
、

太
宰
治
の
〈
思
想
〉
と
の
つ
な
が
り
で
読
み
解
こ
う
と
し
て
き
た
。
『
斜
陽
』
（
『
新
潮
』
44

‐

～

昭
和

・

～

）
に
も
、「
か
ず
子
」
の
語
り
の
な
か
に
「
何
だ
か
わ
か
ら
ぬ

7

10

22

7

10

愛
の
た
め
に
、
恋
の
た
め
に
、
そ
の
悲
し
さ
の
た
め
に
、
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て

滅

み

た
ま
し
ひ

ほ
ろ
ぼ

し
得
る
者
、
あ
あ
、
私
は
自
分
こ
そ
、
そ
れ
だ
と
言
ひ
張
り
た
い
の
だ
」
と
い
う
一
節
が
あ

う

も
の

り
、太
宰
治
に
と
っ
て
は
特
別
の
思
い
入
れ
が
あ
る
聖
句
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

田
中
良
彦
は
先
行
論
文
に
お
け
る
解
釈
の
分
岐
を
、
「
畏
敬
」
と
「
勇
気
」
と
い
う
言
葉
の

ど
ち
ら
を
「
キ
イ
・
ワ
ー
ド
」
と
し
た
か
に
よ
る
差
異
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
畏

16

敬
」
を
重
ん
じ
た
場
合
は
、
「
身
を
殺
し
て
霊
魂
を
こ
ろ
し
得
ぬ
者
ど
も
」
と
「
身
と
霊
魂

た
ま
し
ひ

た
ま
し
ひ

と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て

滅

し
得
る
者
」
と
の
間
に
は
、「
超
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
断
絶
が
あ
る
」

ほ
ろ
ぼ

の
に
対
し
て
、
「
勇
気
」
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
「
転
換
が
で
き
る
と

の
解
釈
が
可
能
に
な
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
田
中
良
彦
は
、
こ
の
聖
句

が
「
幻
滅
、
失
望
、
違
和
の
思
い
を
抱
い
た
戦
後
に
お
い
て
、
い
か
に
生
き
切
る
か
を
太
宰

−　 　−３５
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に
問
い
か
け
て
く
る
〈
二
つ
の
道
〉
で
あ
っ
た
」
と
結
論
づ
け
る
。
「
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ

た
ま
し
ひ

ナ
に
て

滅

し
得
る
者
」
と
は
〈
神
〉
な
の
か
〈
人
間
〉
な
の
か
と
い
う
解
釈
の
違
い
に
よ

ほ
ろ
ぼ

っ
て
、
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の
「
某
作
家
」
が
「
私
」
に
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
の
意
味
も

二
つ
に
分
か
れ
る
。
田
中
良
彦
の
論
は
そ
の
両
義
性
に
引
き
裂
か
れ
る
太
宰
治
と
い
う
作
家

主
体
の
在
り
方
か
ら
目
を
離
さ
な
い
。

太
宰
治
が
塚
本
虎
二
の
主
宰
す
る
『
聖
書
知
識
』
を
読
み
込
み
、
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る

造
詣
を
深
め
て
い
た
こ
と
は
、
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
事
実
で
あ
る
。
塚
本
虎
二

「
マ
タ
イ
の
福
音
書

一
〇
（
試
訳
）
」（『
聖
書
知
識
』

昭
和

・

）
で
は
、「
某
作
家
」

58

9

10

が
引
用
し
た
箇
所
は
次
の
よ
う
に
訳
さ
れ
て
い
る
。
小
さ
な
活
字
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
訳

者
の
敷
衍
」
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
身
体
を
殺
し
て
も
霊
魂
を
殺
す
こ
と
の
出
来
ぬ
者
共
を
恐
れ
る
な
。
彼
等
の
迫
害

か

ら

だ

は
た
か
だ
か
君
達
の
肉
の
生
命
を
絶
つ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
は
、
霊
魂
も
身
体
も
一
緒
に

ゲ

、
、
、
、

ヘ
ナ
の
火

で
滅
ぼ
す
こ
と
の
出
来
る
者
、懼
る
べ
き
神
の
審
判

を
君
達
は

恐
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
ル
ビ
と
傍
点
は
本
文
に
よ
る
）

「
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て

滅

し
得
る
者
」
と
は
〈
神
〉
の
こ
と
だ
と
、
塚
本
虎
二

た
ま
し
ひ

ほ
ろ
ぼ

は
明
快
に
「
敷
衍
」
し
て
い
る
。
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
が
書
か
れ
た
当
時
、
参
照
す
る
こ
と

が
可
能
だ
っ
た
『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』
の
註
解
に
は
、
ご
く
一
部
の
例
外
を
除
い
て
、
塚
本

17

の
解
釈
の
枠
を
逸
脱
す
る
も
の
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、『
斜
陽
』
に
見
ら
れ
る
「
か
ず
子
」

の
言
葉
は
、
誤
読
ま
た
は
曲
解
と
い
う
ほ
か
な
い
。
そ
れ
が
意
図
的
な
も
の
か
ど
う
か
は
判

然
と
し
な
い
が
、
小
説
と
い
う
虚
構
世
界
に
あ
っ
て
は
、
聖
書
解
釈
の
正
統
性
が
な
お
ざ
り

に
さ
れ
る
こ
と
す
ら
許
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
に
お
け
る
引
用
も
ま

た
、
多
義
的
に
捉
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
先
述
し
た
「
い
か
が
わ
し
さ
」
は
、
得
々
と
し

て
聖
句
を
引
き
、
神
学
者
の
ご
と
く
注
釈
を
加
え
た
う
え
、
「
勇
気
」
と
「
畏
敬
」
と
の
間

で
揺
れ
動
く
「
身
と
霊
魂
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て

滅

し
得
る
者
」
の
実
像
を
ぼ
か
し
た
ま
ま
、「
こ

た
ま
し
ひ

ほ
ろ
ぼ

の
イ
エ
ス
の
言
に
、
霹
靂
を
感
ず
る
事
が
出
来
た
ら
、
君
の
幻
聴
は
止
む
筈
で
す
」
と
断
言

す
る
「
某
作
家
」
の
尊
大
さ
に
露
呈
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
真
情
や
意
図
の
一
元
的
な
読
み

取
り
を
不
可
能
に
す
る
〈
虚
構
〉
の
本
質
に
依
存
し
た
「
い
か
が
わ
し
さ
」
で
あ
っ
た
。

18

「
マ
タ
イ
十
章
、
二
八
」
を
引
用
し
た
き
っ
か
け
は
、
そ
の
内
容
と
は
別
の
何
か
で
あ
っ

た
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
第
二
十
八
節
の
直
前
に
置
か
れ
た
次
の
聖
句
は
、

「
私
」
の
手
紙
と
符
合
す
る
い
く
つ
か
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

暗
黒
に
て
我
が
告
ぐ
る
こ
と
を
光
明
に
て
言
へ
。
耳
を
あ
て
て
聴
く
こ
と
を
屋
の
上
に

て
宣
べ
よ
。

の

塚
本
虎
二
の
「
試
訳
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
き
換
え
ら
れ
る
。

だ
か
ら

私
が
暗
黒
で
こ
つ
そ
り

君
達
に
言
ふ
こ
と
を
、
公
然
と

明
る
み
で
言
へ
。
そ
つ
と
君
達

、
、
、
、

く
ら
や
み

の

耳
に
囁
か
れ
た
こ
と
を
、
屋
根
の
上
で
大
声
に

宣
べ
伝
へ
よ
。

（
ル
ビ
と
傍
点
は
本
文
に
よ
る
）

高
松
孝
治
は
こ
の
一
節
に
「
こ
つ
そ
り
聞
い
た
こ
と
を
公
開
せ
よ
と
い
ふ
意
で
あ
る
」
と

19

註
解
を
加
え
て
い
る
。「
私
」
が
繰
り
返
し
書
い
て
い
た
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
の
音
は
、「
耳

を
あ
て
て
聴
く
こ
と
」
（
「
そ
つ
と
君
達
の

耳
に
囁
か
れ
た
こ
と
」
）
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
塚

本
訳
の
「
敷
衍
」
が
示
す
イ
エ
ス
の
囁
き
の
よ
う
に
、
そ
の
音
は
密
や
か
な
し
る
し
と
し
て

あ
る
。「
幽
か
に
」
、「
遠
く
か
ら
」
聞
こ
え
る
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
は
、「
光
明
に
て
言
」
う

こ
と
を
促
す
、
表
現
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
多
様
な
文
体
を
駆
使
し
、
過
剰
な
具
体
化
で

笑
い
を
誘
う
〈
か
た
り
〉
の
愉
し
さ
は
、
「
某
作
家
」
に
送
ら
れ
た
手
紙
の
形
で
「
公
開
」

さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
「
大
声
に

宣
べ
伝
へ
」
る
ほ
ど
の
大
胆
さ
を

持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。「
終
ま
で
耐
へ
忍
ぶ
も
の
は
救
は
る
べ
し
」（
『
マ
タ
イ
伝
福
音
書
』

第
十
章
第
二
十
二
節
）
と
説
か
れ
た
、〈
迫
害
〉
と
い
う
批
判
を
恐
れ
な
い
胆
力
が
あ
れ
ば
、

「
私
」
の
表
現
は
「
大
声
に

宣
べ
伝
へ
」
ら
れ
る
も
の
と
な
り
得
る
。
「
火
急
の
用
事
」
を
装

っ
た
虚
構
作
品
の
作
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
、
そ
の
作
品
の
最
後
に
「
ウ
ソ
ば
つ
か
り
書
い

た
や
う
な
気
が
し
ま
す
」
と
、
言
い
訳
が
ま
し
い
種
明
か
し
を
す
る
。
そ
こ
に
は
、
本
来
真

率
で
あ
る
べ
き
、
教
え
を
請
う
た
め
の
手
紙
に
「
ウ
ソ
」
を
混
入
さ
せ
た
こ
と
へ
の
負
い
目

に
耐
え
き
れ
ず
、
予
め
読
み
手
の
批
判
を
抑
制
し
て
お
こ
う
と
す
る
小
心
と
小
賢
し
さ
が
顔

を
の
ぞ
か
せ
て
い
た
。
「
い
か
な
る
弁
明
も
成
立
し
な
い
醜
態
を
、
君
は
ま
だ
避
け
て
ゐ
る

や
う
で
す
ね
」
と
い
う
「
某
作
家
」
の
見
立
て
は
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
よ
う
。

他
者
に
向
け
て
送
ら
れ
た
手
紙
は
〈
贈
与
〉
で
あ
る
と
同
時
に
、
応
答
の
可
能
性
／
不
可

能
性
の
前
に
晒
さ
れ
た
〈
賭
け
〉
で
も
あ
る
。
「
私
は
い
ま
、
実
際
、
こ
の
音
の
た
め
に
身
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動
き
が
出
来
な
く
な
つ
て
ゐ
ま
す
」
と
訴
え
か
け
た
「
私
」
の
言
葉
は
、
「
こ
の
音
」
を
手

か
が
り
と
し
て
〈
か
た
る
こ
と
〉
の
愉
悦
に
目
覚
め
た
も
の
の
、
そ
の
〈
か
た
り
〉
を
承
認

す
る
者
、
つ
ま
り
読
み
手
が
い
な
け
れ
ば
〈
か
た
る
こ
と
〉
が
完
結
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。「
ど
う
か
、
ご
返
事
を
下
さ
い
」
と
い
う
切
実
な
願
い
は
、
身
勝
手
な
「
私
」

の
〈
贈
与
〉
を
受
け
容
れ
て
く
れ
る
他
者
（
＝
「
某
作
家
」
）
か
ら
の
応
答
に
賭
け
る
覚
悟

を
物
語
る
。
「
公
然
と

明
る
み
で
」
、
「
大
声
に

宣
べ
伝
へ
」
る
に
は
「
勇
気
」
が
要
る
。
応
答

の
不
可
能
性
と
い
う
非
承
認
の
お
そ
れ
を
気
に
掛
け
、
「
身
動
き
が
出
来
な
く
な
」
る
こ
と

の
愚
か
し
さ
を
、「
某
作
家
」
は
引
用
し
な
か
っ
た
聖
句
に
託
し
て
、「
私
」
に
暗
示
し
て
い

、
、
、
、
、

た
の
で
あ
る
。
「
私
」
か
ら
の
質
問
と
は
全
く
異
な
る
方
向
に
投
げ
返
し
た
、
か
み
合
わ
ぬ

応
答
と
し
て
。

お
わ
り
に

榊
原
理
智
は
、
「
も
し
青
年
が
本
当
に
作
家
志
望
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
手
紙
は
「
ウ
ソ
」

す
な
わ
ち
一
種
の
創
作
で
あ
り
、
こ
れ
は
手
紙
で
は
な
く
作
家
の
も
と
に
届
け
ら
れ
た
試
作

品
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
「
相
手
の
作
家
は
作
品
を
手
紙
と
し
て
し
か

読
ん
で
お
ら
ず
、
青
年
の
再
出
発
の
計
画
は
明
ら
か
に
頓
挫
し
て
い
る
」
と
論
じ
る
。「
私
」

20

の
手
紙
の
虚
構
性
、
〈
か
た
り
〉
の
横
溢
は
、
そ
れ
を
「
試
作
品
」
と
捉
え
る
こ
と
に
根
拠

を
与
え
る
。
私
淑
す
る
作
家
に
習
作
を
送
っ
た
「
私
」
は
、
そ
れ
に
対
す
る
批
評
を
求
め
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
「
相
手
の
作
家
は
作
品
を
手
紙
と
し
て
し
か
読
ん

で
」
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
某
作
家
」
の
的
外
れ
な
返
信
に
は
、〈
か
た
り
〉
に
〈
か

た
り
〉
で
応
え
る
仕
掛
け
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
教
へ
て
下
さ
い
。
こ
の
音
は
、
な

ん
で
せ
う
」
と
問
い
な
が
ら
も
、「
虚
無
な
ど
と
簡
単
に
片
づ
け
ら
れ
さ
う
も
な
い
ん
で
す
」

ニ

ヒ

ル

と
月
並
み
な
答
え
に
釘
を
刺
し
て
い
た
「
私
」
の
〈
か
た
り
〉
は
、
答
え
よ
う
の
な
い
問
い

を
隠
れ
蓑
と
し
て
、
「
ウ
ソ
」
の
出
来
映
え
に
応
え
て
く
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
そ
の

両
面
価
値
的
な
呼
び
か
け
に
「
某
作
家
」
は
、
「
イ
エ
ス
の
言
」
と
い
う
〈
権
威
〉
を
持
ち

出
し
、
そ
れ
を
盾
に
、
実
は
表
現
と
い
う
〈
贈
与
／
賭
け
〉
を
め
ぐ
る
多
義
的
な
言
説
で
斬

り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
第
一
節
で
ふ
れ
て
お
い
た
〈
第
三
の
語
り
手
〉
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

「
奇
異
な
る
手
紙
」
と
「
某
作
家
」
す
な
わ
ち
「
む
ざ
ん
に
も
無
学
無
思
想
な
男
」
の
「
返

答
」
を
つ
な
ぐ
役
目
を
果
た
し
て
い
た
〈
第
三
の
語
り
手
〉
は
、
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の
な

か
で
、
そ
の
超
然
と
し
た
語
り
の
権
威
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。「
真
の
思
想
」

に
つ
い
て
語
る
「
僕
」
（
「
某
作
家
」
）
の
哀
れ
な
虚
栄
を
揶
揄
す
る
「
無
学
無
思
想
」
と
い

う
言
葉
は
、
思
想
を
論
じ
る
資
質
や
教
養
の
有
無
を
問
う
と
こ
ろ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
。
と
こ

ろ
が
、「
私
」
の
〈
か
た
り
〉
に
触
発
さ
れ
た
「
僕
」
が
、「
高
尚
な
精
神
生
活
」
を
求
め
て

い
る
か
の
よ
う
に
装
う
「
私
」
に
、
〈
真
の
思
想
〉
と
い
う
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
、

返
礼
と
し
て
贈
っ
た
と
す
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
と
た
ん
に
、
〈
真
の
思
想
〉
は
た
だ
の
意

匠
と
な
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
僕
」
の
返
信
は
〈
第
三
の
語
り
手
〉
に
よ
る
酷
評

を
逆
手
に
取
る
〈
い
か
が
わ
し
さ
〉
に
満
ち
て
い
た
。
そ
の
〈
い
か
が
わ
し
さ
〉
を
振
り
ま

く
こ
と
で
は
じ
め
て
、
「
私
」
へ
の
的
外
れ
な
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
た
断
言
を
〈
か
た
る
〉
こ

と
が
で
き
た
。
と
す
れ
ば
、
〈
第
三
の
語
り
手
〉
の
評
言
も
ま
た
、
的
外
れ
な
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
う
え
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
、「
私
」
の
複
層
的
な
〈
か
た
り
〉

を
「
奇
異
」
の
一
語
で
斬
り
捨
て
た
短
慮
も
、
〈
第
三
の
語
り
手
〉
の
限
界
を
表
し
て
い
る

と
い
う
ほ
か
な
か
ろ
う
。
こ
う
し
て
、『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
か
ら
は
、〈
苦
悩
〉・
〈
思
想
〉・
〈
権

威
〉
と
い
っ
た
生
真
面
目
な
観
念
的
表
徴
の
す
べ
て
が
後
景
に
退
い
て
い
く
。

『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の
お
も
し
ろ
さ
と
は
、
〈
虚
〉
と
〈
実
〉
と
が
相
補
的
な
関
係
を
持

ち
、
そ
れ
ぞ
れ
が
〈
図
〉
と
〈
地
〉
の
は
た
ら
き
を
交
替
で
演
じ
つ
つ
、
一
元
的
な
読
解
に

は
還
元
さ
れ
な
い
変
転
を
続
け
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
〈
戦
後
〉
の
刻

印
を
読
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
現
実
の
出
来
事
や
作
家
主
体
の
〈
実
人
生
〉
に
本
源
的
に

含
ま
れ
る
〈
虚
〉
か
ら
目
を
背
け
た
ま
ま
、
既
成
の
〈
図
〉
を
象
っ
た
結
果
に
す
ぎ
な
い
。

『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
制
約
に
収
ま
る
こ
と
を
拒
み
、
〈
か
た
り
〉

の
愉
し
さ
を
「
遠
く
幽
か
に
」
響
か
せ
つ
づ
け
る
、
際
限
の
な
い
〈
す
れ
違
い
〉
を
魅
力
と

し
た
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

注

小
嶋
孝
三
郎
は
「
太
宰
治
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
に
つ
い
て
」
（
『
論
究
日
本
文
学
』

1

23

昭
和

・

）
で
、
「
一
切
の
美
意
識
を
否
定
し
さ
る
雑
音
の
猛
威
と
そ
の
障
害
を
越
え

39

9

ん
と
す
る
芸
術
的
苦
悩
」
が
こ
の
小
説
の
「
テ
ー
マ
」
で
あ
る
と
論
じ
る
。
時
代
状
況
を

ふ
ま
え
た
こ
う
し
た
読
解
の
系
譜
は
、
川
村
湊
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
と
ピ
カ
ド
ン
―
―
『
復

興
』
の
精
神
と
『
占
領
』
の
記
憶
―
―
」
（
『
岩
波
講
座

近
代
日
本
の
文
化
史

感
情
・

8

記
憶
・
戦
争
１
９
３
５
‐
５
５
年

２
』

平
成

・

）
に
も
、
「
信
じ
ら
れ
た
も
の
、

14

11

あ
る
い
は
信
じ
込
も
う
と
し
た
も
の
が
、
空
し
い
、
空
虚
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
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の
苦
い
覚
醒
。
太
宰
治
は
、
巧
妙
な
話
体
で
、
坂
口
安
吾
が
『
堕
落
論
』
で
語
っ
た
『
戦

後
の
精
神
』
を
具
体
的
に
語
っ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

太
宰
治
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の
本
文
は
『
太
宰
治
全
集
』

（
平
成

・

筑
摩
書

2

9

10

12

房
）
に
よ
る
。
他
の
引
用
文
も
含
め
、
仮
名
遣
い
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
漢
字
は
原
則
と

し
て
新
字
に
統
一
し
た
。

外
村
繁
「
太
宰
治
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
（
群
像
一
月
号
）
」
（
『
人
間
』

‐

昭
和

3

2

4

22

・

）
4

河
上
徹
太
郎
は
「
配
給
さ
れ
た
自
由
（
上
）
」
（
『
東
京
新
聞
』
昭
和

・

・

）
の

4

20

10

26

冒
頭
で
、
「
八
月
十
六
日
以
来
、
わ
が
国
民
は
、
思
ひ
が
け
ず
、
見
馴
れ
ぬ
配
給
品
に
あ

り
つ
い
て
戸
惑
ひ
し
て
ゐ
る
。
―
―
飢
ゑ
た
我
々
に
『
自
由
』
と
い
ふ
糧
が
配
給
さ
れ
た

の
だ
」
と
、
皮
肉
交
じ
り
に
「
自
由
」
の
素
性
を
対
象
化
し
て
い
る
。

青
野
季
吉
・
伊
藤
整
・
中
野
好
夫
「
創
作
合
評
会
（
２
）
」
（
『
群
像
』

‐

昭
和

5

2

5

22

・

）
5井

伏
鱒
二
「
解
説
」
（
『
太
宰
治
集
』
上
巻

昭
和

・

新
潮
社
）

6

24

10

太
宰
治
「
保
知
勇
二
郎
宛
（
は
が
き
）
」（
昭
和

・

・

消
印
）
本
文
は
『
太
宰
治

7

21

9

30

全
集
』

（
平
成

・

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。

12

11

4

太
宰
治
『
未
帰
還
の
友
に
』
（
『
潮
流
』

‐

昭
和

・

）
本
文
は
『
太
宰
治
全

8

1

5

21

5

集
』

（
平
成

・

筑
摩
書
房
）
に
よ
る
。

9

10

12

志
野
葉
太
郎
「
そ
の
芸

切
に
羽
左
衛
門
を
憶
う
」（
『
演
劇
界
』

‐

平
成

・

）

9

52

12

6

11

ベ
ル
グ
ソ
ン
『
笑
』
（
林
達
夫
訳

昭
和

・

岩
波
文
庫
）

10

13

2

坂
部
恵
『
ペ
ル
ソ
ナ
の
詩
学
』（
平
成

・

岩
波
書
店
）

11

1

8

Ｗ
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
『
宗
教
的
経
験
の
諸
相
（
上
）
』（
桝
田
啓
三
郎
訳

昭
和

・

岩

12

44

10

波
文
庫
）

清
水
秀
美
「
太
宰
治
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
の
作
品
構
造
の
分
析
―
―
そ
の
虚
構
性
に
つ

13
い
て
―
―
」（
『
京
都
教
育
大
学
国
文
学
会
誌
』

平
成

・

）

33

18

6

同
前

14

遠
藤
祐
「
ふ
た
つ
の
音
―
―
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
を
読
む
」
（
『
太
宰
治
』

昭
和

15

4

63

・

）
7田

中
良
彦
「
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
一
考
―
―
マ
タ
イ
伝
十
章
二
八
節
の
解
釈
を
め
ぐ
っ

16
て
―
―
」
（
『
新
編
太
宰
治
研
究
叢
書
』

平
成

・

近
代
文
藝
社
）

1

4

4

内
村
鑑
三
は
「
キ
リ
ス
ト
伝
研
究
」（
『
聖
書
之
研
究
』

大
正

・

）
で
「
身
を

17

290

13

9

殺
し
て
魂
を
殺
す
こ
と
能
は
ざ
る
者
は
懼
る
ゝ
に
足
り
な
い
。
懼
る
べ
き
者
は
、
魂
と
身

と
を
地
獄
に
滅
す
者
で
あ
る
。
其
者
は
何
で
あ
る
乎
、
判
明
ら
な
い
。
或
人
は
神
で
あ
る

わ

か

と
曰
ひ
、
或
る
他
の
人
は
悪
魔
で
あ
る
と
曰
ふ
。
然
れ
ど
も
其
の
何
れ
で
あ
る
に
も
せ
よ

恐
る
べ
き
者
は
是
で
あ
る
。
即
ち
身
と
共
に
魂
を
滅
す
も
の
で
あ
る
。
不
義
、
利
欲
、
怯

懦
、
是
れ
何
れ
も
魂
を
滅
す
者
で
あ
る
」
と
、
人
間
を
〈
ゲ
ヘ
ナ
〉
に
引
き
ず
り
こ
む
悪

因
に
つ
い
て
語
る
。
ま
た
、
日
高
善
一
は
『
新
約
聖
書
註
解

マ
タ
イ
伝
福
音
書
』（
昭
和

・

日
曜
世
界
社
）
で
、「
誘
惑
者
を
懼
れ
よ
」
と
解
す
る
「
ブ
ル
ウ
ス
」
の
説
を
紹

6

12

介
し
て
い
る
。

綾
目
広
治
は
「
『
ト
カ
ト
ン
ト
ン
』
論
」（
『
太
宰
治
研
究
』

平
成

・

）
で
、「
返

18

14

18

6

書
の
後
半
部
分
」
を
「
青
年
の
悩
み
に
対
し
て
ピ
ン
ト
が
外
れ
た
ア
ド
バ
イ
ス
」
、「
あ
る

い
は
説
得
力
の
な
い
回
答
」
で
あ
る
と
す
る
。
本
稿
の
関
心
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
の
〈
ず

れ
〉
に
こ
そ
「
某
作
家
」
の
〈
か
た
り
〉
の
ね
ら
い
は
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

高
松
孝
治
『
マ
タ
イ
伝
―
―
現
代
新
約
聖
書
註
解
全
書
第
一
巻
―
―
』
（
昭
和

・

19

10

12

現
代
新
約
聖
書
註
解
全
書
刊
行
会
）

榊
原
理
智
「
〈
敗
戦
後
〉
へ
の
想
像
的
読
み
に
向
け
て

章
解
説
」
（
『
占
領
期
雑
誌
資
料

20
大
系

文
学
編
Ⅱ

表
現
さ
れ
る
戦
争
と
占
領
』
平
成

・

岩
波
書
店
）

22

1
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