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は
じ
め
に

芥
川
龍
之
介
「
杜
子
春
」
は
、
大
正
九
年
七
月
に
『
赤
い
鳥
』
に
掲
載
さ
れ

た
。
単
行
本
『
夜
来
の
花
』（
大
十
・
三
、
新
潮
社
）
に
初
め
て
収
録
さ
れ
た

後
、
単
行
本
『
沙
羅
の
花
』（
大
十
一
・
八
、
改
造
社
）
に
も
収
録
さ
れ
た
。

こ
の
『
沙
羅
の
花
』
収
録
本
文
に
は
、「
大
正
八
年
二
月
」
と
の
執
筆
年
月
が

記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
本
作
の
執
筆
か
ら
発
表
ま
で
に
は
、
一
年
半
ほ
ど

の
ズ
レ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
ズ
レ
が
生
じ
た
事
情
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
は
、
執
筆
時
期

で
あ
る
大
正
八
年
頃
に
、
芥
川
龍
之
介
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
つ
い
て
見
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
当
時
の
芥
川
の
状
況
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、

本
作
に
は
我
々
が
思
う
以
上
に
、
芥
川
の
実
生
活
上
の
出
来
事
が
反
映
し
て
い

る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

特
に
、
こ
の
童
話
に
お
い
て
杜
子
春
が
最
後
に
口
に
す
る
「
人
間
ら
し
い
、

（
�
）

正
直
な
暮
し
」
の
台
詞
に
つ
い
て
は
、
よ
り
重
い
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
う
し
た
台
詞
は
、
芥
川
の
小
説
作
品
で
は
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ

り
、
こ
う
し
た
台
詞
を
杜
子
春
に
言
わ
せ
た
い
、
言
い
か
え
れ
ば
、
芥
川
自
身

が
こ
う
し
た
台
詞
を
口
に
し
た
い
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ
き
、「
杜
子
春
」
と
、
大
正

八
年
前
後
の
芥
川
龍
之
介
の
実
生
活
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
、

作
品
及
び
作
家
に
対
す
る
、
新
た
な
捉
え
方
を
提
示
し
た
い
。

二
「
人
間
ら
し
い
、
正
直
な
暮
し
」
へ
の
過
程

仙
人
で
あ
る
鉄
冠
子
の
助
力
に
よ
っ
て
、
大
金
持
に
な
っ
た
後
、
貧
乏
に
な

る
こ
と
を
繰
り
返
し
た
杜
子
春
は
、「
人
間
は
皆
薄
情
で
す
」
と
口
に
す
る
。

そ
れ
ま
で
親
し
く
接
し
て
い
た
周
囲
の
人
々
は
、
杜
子
春
が
金
銭
を
使
い
果
た

し
た
途
端
、
見
向
き
も
し
な
く
な
る
。
こ
う
し
た
現
実
に
直
面
し
た
こ
と
で
、

あ
ら
ゆ
る
人
間
は
利
害
関
係
で
し
か
動
か
な
い
、「
薄
情
」
な
存
在
だ
と
い
う
、

悲
観
的
な
人
間
観
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

「
杜
子
春
」
に
お
け
る
芥
川
龍
之
介
と
家
族

│
│
「
人
間
ら
し
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正
直
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│
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こ
の
世
に
は
、
金
銭
の
み
を
媒
介
に
し
た
、
薄
情
な
人
間
関
係
し
か
存
在
し

な
い
と
見
た
杜
子
春
は
、
鉄
冠
子
に
請
い
、
自
分
も
ま
た
仙
人
に
な
る
こ
と
を

志
す
。
こ
こ
で
杜
子
春
は
、
世
俗
の
世
界
に
常
に
つ
き
ま
と
う
金
銭
を
超
え

た
、
新
た
な
価
値
観
の
世
界
で
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
仙

人
の
世
界
へ
の
案
内
者
と
な
る
鉄
冠
子
を
頼
る
以
外
に
は
な
い
。
こ
の
と
き
、

杜
子
春
も
ま
た
、
自
己
の
利
害
の
た
め
に
周
囲
の
人
間
を
利
用
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
金
銭
目
当
て
で
杜
子
春
に
近
づ
い
た
人
間
と
大
差
は
な
い
と
言
え
よ

う
。杜

子
春
は
そ
の
後
、
仙
人
に
な
る
た
め
の
修
行
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
責
め
苦

に
耐
え
続
け
る
。
確
か
に
こ
れ
は
、
強
い
意
志
に
支
え
ら
れ
た
、
余
人
に
は
容

易
に
真
似
で
き
な
い
行
動
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
志
の
根
底
に
は
、
新

た
な
価
値
観
を
何
と
し
て
も
身
に
付
け
る
と
い
う
動
機
が
存
在
し
て
お
り
、
あ

く
ま
で
杜
子
春
は
、
自
己
の
利
害
の
た
め
に
す
べ
て
の
行
動
を
行
な
っ
て
い

る
。人

間
に
よ
っ
て
絶
望
さ
せ
ら
れ
た
杜
子
春
の
心
は
、
や
は
り
人
間
に
よ
っ

て
、
再
度
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。「
心
配
を
お
し
で
な
い
。
私
た
ち
は
ど
う
な
つ
て

も
、
お
前
さ
へ
仕
合
せ
に
な
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
よ
り
結
構
な
こ
と
は
な
い
の

だ
か
ら
ね
」
と
語
る
母
の
体
は
、
鬼
が
振
る
う
鞭
に
よ
っ
て
痛
め
つ
け
ら
れ
て

い
る
。
母
が
責
め
苦
に
耐
え
る
の
は
、
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
息
子
で
あ
る

杜
子
春
、
す
な
わ
ち
自
己
以
外
の
人
間
を
思
っ
て
の
こ
と
だ
。
か
つ
て
杜
子
春

を
絶
望
さ
せ
た
、
利
害
関
係
で
し
か
動
く
こ
と
が
な
い
人
間
た
ち
と
、
そ
の
あ

り
方
は
著
し
い
対
照
を
な
す
。
仙
人
に
な
る
と
い
う
、
自
己
の
利
益
の
た
め
に

鉄
冠
子
に
近
づ
き
、
あ
ら
ゆ
る
責
め
苦
に
耐
え
た
杜
子
春
と
も
ま
た
、
母
の
あ

り
方
は
相
違
す
る
。
自
身
を
含
め
、
杜
子
春
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
の
み
動

く
人
間
し
か
知
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自
身
の
た
め
で
は
な
く
、
自
己

以
外
の
人
間
の
た
め
に
そ
の
身
を
投
げ
出
す
人
間
の
あ
り
方
は
、
杜
子
春
の
心

を
強
く
動
か
す
。
鉄
冠
子
の
禁
を
破
り
、「
お
母
さ
ん
」
と
口
に
し
た
杜
子
春

は
、
真
の
意
味
で
、
金
銭
を
始
め
と
す
る
利
害
関
係
と
は
異
な
る
価
値
観
を
こ

の
時
見
出
し
た
と
言
え
る
。

仙
人
に
な
る
こ
と
を
自
ら
断
念
し
た
杜
子
春
に
、
鉄
冠
子
は
、「
も
し
お
前

が
黙
つ
て
ゐ
た
ら
、
お
れ
は
即
座
に
お
前
の
命
を
絶
つ
て
し
ま
は
う
と
思
つ
て

ゐ
た
の
だ
」
と
語
る
。
こ
の
台
詞
か
ら
は
、
自
己
の
利
益
の
た
め
に
周
囲
の
人

間
、
特
に
家
族
を
利
用
す
る
こ
と
を
鉄
冠
子
が
明
確
に
否
定
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
世
俗
と
は
異
な
る
価
値
観
を
身
に
付
け
て
い
る
は
ず
の
鉄
冠
子
も
ま

た
、
利
益
の
た
め
に
、
最
も
身
近
な
人
間
で
あ
る
家
族
を
利
用
す
る
こ
と
は
、

許
さ
れ
な
い
行
為
と
見
な
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
を
経
て
、
初
め
て
杜
子
春
は
、「
何
に
な
つ
て
も
、

人
間
ら
し
い
、
正
直
な
暮
し
を
す
る
つ
も
り
で
す
」
と
口
に
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
こ
の
台
詞
か
ら
は
、
利
害
関
係
で
は
な
く
、
強
い
愛
情
で
結
ば
れ
た

家
族
と
の
暮
し
を
築
こ
う
と
す
る
、
杜
子
春
の
信
念
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
鉄
冠
子
か
ら
与
え
ら
れ
た
大
金
を
蕩
尽
す
る
ば
か
り
で
、
金
銭
目
当
て
の

人
間
し
か
周
囲
に
存
在
し
な
か
っ
た
頃
の
杜
子
春
に
は
、
こ
う
し
た
考
え
は
無

縁
の
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
仙
人
と
な
り
、
世
俗
と
は
異
な
る
価
値
観
を
得
る
と

い
う
、
一
度
抱
い
た
目
標
は
実
現
さ
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
世
俗
に
と
ど
ま
り
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つ
つ
も
、
な
お
尊
い
価
値
観
に
基
づ
い
た
人
生
へ
の
第
一
歩
を
、
杜
子
春
は
手

に
し
た
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
杜
子
春
が
自
ら
の
生
き
方
を
見
出
す
上
で
、
家

族
と
の
関
係
は
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
杜
子
春
が

志
向
す
る
、「
人
間
ら
し
い
、
正
直
な
暮
し
」
に
お
い
て
、
こ
の
関
係
は
そ
の

基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
芥
川
作
品
全
般
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
先

述
の
よ
う
に
、
小
説
で
は
こ
う
し
た
「
暮
し
」
へ
の
率
直
な
願
望
が
語
ら
れ
た

例
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。「
杜
子
春
」
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
願
望
を
作

中
人
物
に
語
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
童
話
と
い
う
形
式
も
大
き

く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

尾
崎
瑞
恵
「
芥
川
龍
之
介
の
童
話
」（
昭
四
十
五
・
六
『
文
学
』）
は
、
芥
川

の
童
話
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、「
小
説
で
は
全
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な

積
極
的
な
生
き
方
」
や
、
子
供
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
「
明
る
い
希
望
と
夢
」
を

指
摘
す
る
。
そ
こ
に
は
、
童
話
作
品
の
執
筆
を
通
じ
て
、
自
己
の
生
活
に
お
け

る
「
希
望
や
夢
」
を
見
出
そ
う
と
す
る
芥
川
の
願
望
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
尾
崎
は
見
て
い
る
。

こ
こ
に
、「
御
伽
噺
と
い
う
枠
の
な
か
で
、
龍
之
介
は
は
る
か
に
自
由
に
、

心
情
の
う
た
を
か
な
で
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
」
と
い
う
、
三
好
行
雄
の
指

（
�
）摘を
加
え
れ
ば
、
童
話
作
品
と
い
う
舞
台
が
、
芥
川
に
と
っ
て
持
っ
て
い
た
意

味
が
よ
り
明
確
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
童
話
作
品
は
、
芥
川

に
と
っ
て
自
身
の
願
望
や
意
欲
を
の
び
の
び
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
貴

重
な
舞
台
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
三
好
行
雄
は
、「
当
時
、
童
話
が
文
壇
の

そ
と
に
存
在
し
て
、
ほ
と
ん
ど
批
評
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い

う
事
実
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
芥
川
自
身
も
、
こ
う
し
た
事
情
は
理
解
し
た

上
で
、
童
話
の
創
作
に
臨
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
な
ら
ば
、
童
話
作
品
に
お
い
て

は
、
芥
川
の
様
々
な
心
情
が
、
小
説
の
場
合
以
上
に
、
作
品
内
容
に
大
き
く
反

映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
う
し
た
前
提
に
立
つ
こ
と
は
、「
杜
子
春
」
の
発
表
が
執
筆
か
ら
一
年
半

ほ
ど
ズ
レ
た
こ
と
の
手
掛
か
り
を
得
る
上
で
、
大
い
に
役
立
つ
と
考
え
る
。

三

母
の
あ
り
方

結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、「
杜
子
春
」
に
は
芥
川
龍
之
介
の
実
生
活
上

の
事
柄
が
、
様
々
な
形
で
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
自
己
の

（
�
）

作
品
を
、
実
生
活
の
反
映
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
芥
川
が
、
作
品
の
執
筆

後
、
そ
の
発
表
を
躊
躇
し
た
た
め
、
作
品
が
世
に
出
る
ま
で
に
一
年
半
の
ズ
レ

が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
反
映
し
た
事
柄
と
し
て
は
、
母
へ
の
思
い
、
金
銭

的
な
事
情
と
い
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
は
、
杜
子
春
が
真
の
生
き
方

を
見
出
す
契
機
を
作
っ
た
、
母
の
こ
と
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

（
�
）

「
杜
子
春
」
の
原
典
で
あ
る
「
杜
子
春
伝
」
で
は
、
杜
子
春
は
仙
人
に
な
る

た
め
の
修
行
の
一
環
と
し
て
、
女
性
に
姿
を
変
え
ら
れ
る
。
男
性
と
結
婚
し
子

供
も
授
か
る
の
だ
が
、
修
行
の
た
め
話
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
口

を
利
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
不
満
を
覚
え
た
夫
が
子
供
を
石
に
た
た
き
つ
け
た

の
を
見
て
、
杜
子
春
は
思
わ
ず
「
あ
あ
」
と
声
を
上
げ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、「
杜
子
春
伝
」
で
は
母
と
な
っ
た
杜
子
春
が
、
息
子
へ
の
愛

情
か
ら
思
わ
ず
声
を
出
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
対
し
「
杜
子
春
」
で
は
、
痛
め

つ
け
ら
れ
る
母
を
見
て
、
息
子
で
あ
る
杜
子
春
が
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
び
か
け

る
。
母
と
息
子
の
関
係
が
、
原
典
と
本
作
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
母
子
関
係
の
逆
転
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
芥
川
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
改

変
の
結
果
生
じ
た
も
の
だ
。
こ
の
改
変
の
背
景
に
つ
い
て
考
え
る
手
掛
か
り
と

し
て
、
芥
川
と
実
の
母
と
の
関
係
に
着
目
し
て
み
た
い
。

周
知
の
よ
う
に
、
芥
川
は
作
家
と
し
て
活
躍
を
始
め
て
以
降
、
実
の
母
の
こ

と
を
作
品
で
扱
う
こ
と
を
避
け
続
け
た
。
初
め
て
母
の
こ
と
に
触
れ
た
の
は
、

大
正
十
五
年
十
月
に
『
改
造
』
に
掲
載
し
た
「
点
鬼
簿
」
の
、
次
の
よ
う
な
箇

所
に
な
る
。

「
僕
の
母
は
狂
人
だ
つ
た
。
僕
は
一
度
も
僕
の
母
に
母
ら
し
い
親
し
み
を
感

じ
た
こ
と
は
な
い
。（
中
略
）
か
う
云
ふ
僕
は
僕
の
母
に
全
然
面
倒
を
見
て

貰
つ
た
こ
と
は
な
い
。
何
で
も
一
度
僕
の
養
母
と
わ
ざ
わ
ざ
二
階
へ
挨
拶
に

行
つ
た
ら
、
い
き
な
り
頭
を
長
煙
管
で
打
た
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
る
。」

大
正
十
五
年
は
、
芥
川
が
作
家
と
し
て
出
発
し
て
か
ら
、
約
十
年
後
の
時
点

と
な
る
。
そ
れ
だ
け
、
芥
川
に
と
っ
て
母
の
こ
と
は
触
れ
た
く
な
い
話
題
だ
っ

た
こ
と
に
な
る
。
芥
川
の
生
後
す
ぐ
に
別
居
し
、
優
し
く
し
て
く
れ
た
こ
と

（
�
）

も
、
親
切
に
接
し
て
く
れ
た
こ
と
も
な
い
実
の
母
。
こ
う
し
た
母
に
つ
い
て

は
、
文
壇
か
ら
の
注
目
度
が
高
い
、
小
説
作
品
で
は
触
れ
る
こ
と
が
は
ば
か
ら

れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

し
か
し
、
童
話
に
お
い
て
も
事
情
が
共
通
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
文
壇
か

ら
の
注
目
度
が
高
く
な
か
っ
た
童
話
作
品
に
お
い
て
は
、
触
れ
た
く
な
い
対
象

で
あ
っ
た
母
に
つ
い
て
、
芥
川
は
直
接
的
な
形
で
は
な
い
が
、
自
己
の
心
情
を

反
映
さ
せ
つ
つ
触
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
杜
子
春
伝
」
か
ら
「
杜

子
春
」
へ
の
改
変
に
お
い
て
、
芥
川
の
願
望
が
作
用
し
て
い
る
と
の
指
摘
は
、

早
く
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
一
例
と
し
て
、
村
松
定
孝
に
以
下
の
よ
う
な
言
及

が
あ
る
。

「
彼
〔
芥
川
〕
は
お
そ
ら
く
、
そ
の
生
涯
で
、
一
度
も
実
母
に
『
お
母
さ

ん
。』
と
呼
び
か
け
る
機
会
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
呼
び
か
け
て

も
答
え
て
く
れ
る
母
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
で
は
な
し
え
な
か
っ
た
こ

と
。
世
の
子
供
た
ち
が
母
に
甘
え
か
け
る
言
葉
を
自
分
も
一
度
は
発
し
た
か

っ
た
、
そ
の
は
か
な
い
願
い
と
夢
と
が
、
あ
そ
こ
で
杜
子
春
を
し
て
『
お
母

（
�
）

さ
ん
。』
と
叫
ば
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。」

極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、
杜
子
春
が
、
無
条
件
の
愛
情
に
よ
っ
て
動
く
人
間

と
の
関
係
を
知
る
た
め
に
は
、
必
ず
し
も
家
族
を
持
ち
出
す
必
要
は
な
い
。
友

人
や
恋
人
と
い
っ
た
、
血
縁
関
係
の
な
い
人
間
で
あ
れ
ば
、
杜
子
春
に
対
す

る
、
利
害
関
係
抜
き
の
愛
情
は
一
層
尊
い
も
の
と
し
て
表
現
で
き
た
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、
本
作
で
は
動
物
に
姿
を
変
え
ら
れ
た
家
族
が
用
意
さ
れ
、
息

子
に
対
す
る
無
条
件
の
愛
情
が
杜
子
春
の
心
を
大
き
く
動
か
す
こ
と
に
な
る
。

村
松
定
孝
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
、
母
親
に
対
す
る
芥
川
の
願
望
が

働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
自
ら
の
苦
痛
は
顧
み
ず
、
全
て
を
投
げ
出
し
て

も
息
子
の
幸
福
の
み
を
考
え
る
母
親
の
姿
に
、
こ
う
あ
っ
て
欲
し
か
っ
た
、
芥

川
に
と
っ
て
の
理
想
の
母
親
像
が
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
、
十
分
首
肯
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で
き
る
見
解
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
母
親
像
を
書
き
上
げ
た
芥
川
は
、
自
作
に
つ
い
て
ど
う
考
え
た
だ

ろ
う
か
。
芥
川
に
と
っ
て
も
、
こ
う
し
た
母
親
像
を
書
い
た
こ
と
は
、
意
外
な

成
り
行
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
杜
子
春
の
母
の
あ
り
方
に
、
芥
川
自
身
の

願
望
が
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
作
品
を
発
表
す
る
こ
と
は
、
や

は
り
躊
躇
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
小
説
作
品
に
お
い
て
、
芥
川
が
実
の
母
の

こ
と
に
触
れ
る
の
は
、
ま
だ
先
の
こ
と
に
な
る
。
童
話
と
小
説
で
は
、
読
者
の

受
け
止
め
方
は
異
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
芥
川
は
、
直
接
的
な
形
で
は
な

く
と
も
、
自
己
の
願
望
が
反
映
し
て
い
る
作
品
を
、
執
筆
後
直
ち
に
発
表
す
る

こ
と
は
た
め
ら
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
結
果
、
発
表
に
至
る
ま
で
に
一
年
半
と

い
う
思
い
が
け
ず
長
い
期
間
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
た
い
。

四

一
家
の
主
人
と
し
て
の
芥
川

続
い
て
、
作
品
執
筆
時
の
芥
川
の
、
金
銭
的
な
事
情
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。松

本
寧
至
は
、「
杜
子
春
」
が
書
か
れ
た
背
景
と
し
て
、
芥
川
が
海
軍
機
関

学
校
で
の
勤
務
か
ら
離
れ
、『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
に
着
目

し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「『
蜘
蛛
の
糸
』と『
杜
子
春
』を
つ
な
げ
る
と
、海
軍
機
関
学
校
の
地
獄
の
よ

う
な
勤
め
か
ら
、
抜
け
出
し
た
い
と
思
っ
て
成
功
し
な
か
っ
た
と
き
に
『
蜘

蛛
の
糸
』
を
か
き
、
よ
う
や
く
『
毎
日
新
聞
』
に
社
友
と
い
う
形
で
脱
出
し

て
、
小
説
を
書
く
、
著
述
に
専
念
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
、
ホ
ッ
と
し
た
気
持
ち
と
、
反
省
も
こ
め
て
書
い
た
童
話
が
『
杜
子
春
』

（
�
）

で
あ
り
ま
し
た
。」

「
蜘
蛛
の
糸
」
と
「
杜
子
春
」
を
関
連
付
け
た
上
で
、
芥
川
の
実
生
活
と
巧

み
に
結
び
つ
け
た
、
示
唆
に
富
む
見
解
と
言
え
る
。「
杜
子
春
」
に
、
芥
川
の

母
の
影
を
読
み
取
る
論
考
は
、
既
に
見
た
よ
う
に
い
く
つ
か
存
在
す
る
の
だ

が
、
芥
川
が
置
か
れ
て
い
た
職
業
面
で
の
事
情
と
結
び
つ
け
る
も
の
は
珍
し

い
。
確
か
に
、
本
作
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
大
正
八
年
二
月
に
至
る
一
年

ほ
ど
の
期
間
に
お
い
て
、
芥
川
は
職
業
、
す
な
わ
ち
金
銭
に
関
わ
る
こ
と
で
多

く
の
苦
労
を
経
験
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
芥
川
の
人
間
観
に
大
き
な
影
響

を
も
た
ら
し
て
お
り
、「
杜
子
春
」
に
も
そ
の
反
映
が
見
ら
れ
る
と
考
え
る
。

以
下
、
大
正
七
年
以
降
の
、
芥
川
の
実
生
活
上
の
出
来
事
に
つ
い
て
確
認
し
て

い
き
た
い
。

大
正
七
年
二
月
、
芥
川
は
塚
本
文
と
結
婚
す
る
。
結
婚
直
後
の
家
庭
の
様
子

に
つ
い
て
、
芥
川
は
「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
「
十
四

結
婚
」（
昭
二
・
十

『
改
造
』）
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

「
彼
は
結
婚
し
た
翌
日
に
『
来
匆
々
無
駄
費
ひ
を
し
て
は
困
る
』
と
彼
の
妻

に
小
言
を
言
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
の
小
言
よ
り
も
彼
の
伯
母
の
『
言

へ
』
と
云
ふ
小
言
だ
つ
た
。
彼
の
妻
は
彼
自
身
に
は
勿
論
、
彼
の
伯
母
に
も

詑
び
を
言
つ
て
ゐ
た
。
彼
の
為
に
買
つ
て
来
た
黄
水
仙
の
鉢
を
前
に
し
た
ま

ま
。
…
…
」

小
説
な
の
で
、
割
り
引
い
て
考
え
る
必
要
は
あ
る
が
、
結
婚
直
後
の
芥
川
家
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の
様
子
は
、
決
し
て
明
る
く
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て

は
様
々
に
考
え
ら
れ
る
が
、「
無
駄
費
ひ
」、
す
な
わ
ち
金
銭
に
関
わ
る
事
柄
は

そ
の
一
因
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

実
際
、
芥
川
は
大
正
七
年
四
月
に
、
海
軍
機
関
学
校
教
官
の
身
分
の
ま
ま
、

薄
田
泣
菫
の
仲
介
に
よ
り
、『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
社
友
と
な
っ
て
い
る
。
正

式
な
社
員
で
は
な
く
、
年
に
何
本
か
小
説
を
書
く
こ
と
で
、
毎
月
月
給
が
支
給

さ
れ
る
と
い
う
形
式
だ
っ
た
。「
僕
も
幸
大
阪
毎
日
が
き
ま
つ
た
の
で

さ
う

筆
の
労
働
を
し
な
く
と
も
生
活
に
は
困
る
ま
い
」
と
い
う
久
米
正
雄
宛
の
書
簡

（
大
正
七
年
四
月
六
日
）
か
ら
は
、
芥
川
の
安
堵
の
気
持
ち
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
海
軍
機
関
学
校
に
勤
務
し
つ
つ
新
聞
社
の
社
友
に
も
な
る
と
い
う
二

重
身
分
を
選
択
し
た
こ
と
は
、
機
関
学
校
か
ら
の
給
与
だ
け
で
は
、
芥
川
家
の

家
計
が
苦
し
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

海
軍
機
関
学
校
で
の
勤
務
に
対
し
て
は
次
第
に
不
満
が
高
ま
っ
て
い
た
よ
う

で
、
大
正
七
年
八
月
に
は
、
転
職
を
考
え
始
め
て
い
る
。
小
島
政
二
郎
に
相
談

も
し
て
お
り
、「
も
し
僕
が
東
京
へ
舞
ひ
戻
れ
る
機
会
が
あ
つ
た
ら
然
る
可
く

僕
の
為
に
運
動
し
て
下
さ
い
目
下
愈
�
地
方
の
小
都
会
気
風
が
い
や
に
な
つ
て

ゐ
る
所
で
す
か
ら
」（
大
正
七
年
八
月
二
十
七
日
）
と
い
う
書
簡
も
残
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
書
簡
と
い
う
私
的
な
文
書
の
中
で
、
機
関
学
校
で
の
勤
務
に

対
す
る
不
満
を
述
べ
て
い
る
が
、
公
の
場
に
発
表
し
た
「
永
久
に
不
愉
快
な
二

重
生
活
」（
大
七
・
十
一
『
新
潮
』）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
不
満
が
示
さ
れ
て

い
る
。

「
職
業
と
し
て
私
は
英
語
を
教
へ
て
ゐ
る
か
ら
、
そ
こ
に
起
る
二
重
生
活
が

不
愉
快
で
、
し
か
も
そ
の
不
愉
快
を
超
越
す
る
の
は
全
然
物
質
的
の
問
題
だ

が
、
生
憎
そ
れ
が
現
代
の
日
本
で
は
当
分
解
決
さ
れ
さ
う
も
な
い
以
上
、
永

久
に
我
々
は
こ
の
不
愉
快
な
生
存
を
続
け
て
行
く
外
は
な
い
と
云
ふ
位
な
、

甚
平
凡
な
事
に
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
す
。」

文
藝
雑
誌
で
あ
る
『
新
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
文
章
で
あ
り
、
不
特
定
多
数
の

目
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
現
状

に
対
す
る
「
不
愉
快
」
を
堂
々
と
筆
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
教
員
と
し
て
の

職
務
に
対
す
る
不
満
は
、
相
当
強
く
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

九
月
に
は
、
慶
応
予
科
の
教
員
で
あ
っ
た
小
島
政
二
郎
を
通
し
て
、
慶
応
義

塾
英
文
科
教
授
招
聘
の
話
が
出
る
。
大
正
七
年
九
月
二
十
二
日
付
の
、
小
島
政

二
郎
宛
の
芥
川
書
簡
は
、
そ
の
事
情
を
伝
え
る
。「
慶
応
の
件
来
年
か
ら
海
軍

拡
張
で
生
徒
が
殖
ゑ
従
つ
て
時
間
も
増
す
の
と
戦
争
の
危
険
も
略
�
な
さ
さ
う

な
の
と
で
急
に
毎
日
の
横
須
賀
通
ひ
が
嫌
に
な
つ
た
の
で
す

来
年
の
四
月
頃

か
ら
で
も
東
京
へ
舞
戻
れ
れ
ば
大
慶
こ
の
上
な
し
（
中
略
）
何
し
ろ
横
須
賀
は

も
う
全
く
い
や
に
な
つ
た
」。

こ
の
書
簡
に
あ
る
よ
う
に
、
海
軍
機
関
学
校
で
の
授
業
時
数
は
、
次
年
度
か

ら
倍
以
上
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
芥
川
が
転
職
を
真

剣
に
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
一
因
と
な
っ
た
ろ
う
。

十
一
月
に
は
、
慶
応
義
塾
招
聘
の
件
が
具
体
化
し
、
履
歴
書
を
提
出
し
た

が
、
こ
の
話
は
実
現
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
松
本
寧
至
は
、

「『
毎
日
新
聞
』
か
ら
誘
い
が
あ
る
こ
と
を
小
島
〔
政
二
郎
〕
に
喋
っ
た
こ
と
で

（
�
）

あ
り
ま
す
。
こ
れ
で
お
そ
ら
く
、
慶
応
大
学
へ
の
就
職
は
失
敗
し
ま
し
た
」
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と
、
小
島
政
二
郎
の
関
与
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
原

因
は
別
の
所
に
あ
る
と
本
稿
で
は
考
え
る
。

年
が
明
け
て
、
大
正
八
年
一
月
十
二
日
付
の
書
簡
で
は
、
芥
川
は
大
阪
毎
日

新
聞
社
員
と
し
て
の
採
用
を
、
薄
田
泣
菫
に
相
談
し
て
い
る
。

〔
マ
マ
〕

「
私
は
あ
な
た
の
方
の
社
の
社
員
に
し
て
は
く
れ
ま
せ
ん
か

私
は
今
の
儘

の
私
の
生
活
を
持
続
し
て
行
く
限
り
と
て
も
碌
な
事
は
出
来
さ
う
も
な
い
気

が
す
る
の
で
す
（
中
略
）
今
の
私
は
あ
な
た
の
方
の
社
か
ら
来
る
金
と
学
校

の
報
酬
と
で
先
づ
生
活
だ
け
は
保
証
さ
れ
て
ゐ
る
訳
で
す

が
い
く
ら
飯
を

食
ふ
心
配
が
な
く
つ
て
も
自
分
の
し
た
い
と
思
ふ
仕
事
も
出
来
ず
し
な
け
れ

ば
義
理
の
す
ま
ぬ
仕
事
も
出
来
な
い
と
云
ふ
事
は
決
し
て
愉
快
な
事
ぢ
や
あ

り
ま
せ
ん

そ
こ
で
い
ろ
い
ろ
考
へ
た
末
に
こ
の
手
紙
を
あ
な
た
へ
書
く
気

に
な
つ
た
の
で
す
」

職
業
、
す
な
わ
ち
金
銭
に
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
か
な
り
深
刻
な
内
容
を

相
談
し
て
い
る
。
芥
川
の
要
望
は
、『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
正
社
員
と
な
り
、

出
勤
は
せ
ず
、
年
に
何
本
か
小
説
を
書
く
こ
と
で
給
与
を
貰
う
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
夏
目
漱
石
が
『
朝
日
新
聞
』
専
属
作
家
と
な
っ
た
場
合
の
こ
と
が
念

頭
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
教
員
と
し
て
の
仕
事
か
ら
完
全
に
離
れ
、
小
説

を
書
く
こ
と
の
み
に
専
念
し
た
い
と
い
う
意
思
の
表
れ
だ
ろ
う
。

『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
話
は
短
期
間
で
具
体
化
し
、
二
月
に
は
菊
池
寛
と
と

も
に
正
社
員
と
し
て
の
採
用
が
確
定
す
る
に
至
る
。
こ
れ
に
伴
い
、『
大
阪
毎

日
新
聞
』
か
ら
の
給
与
は
、
従
来
の
月
額
五
十
円
か
ら
、
百
三
十
円
に
増
加
す

る
。
こ
れ
で
よ
う
や
く
、
約
半
年
に
わ
た
る
転
職
活
動
は
無
事
終
わ
り
を
告
げ

た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
大
正
七
年
か
ら
八
年
二
月
に
か
け
て
の
芥
川

は
、
職
業
、
す
な
わ
ち
金
銭
に
関
わ
る
こ
と
で
奔
走
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
そ
の
間
、
人
間
関
係
に
関
わ
る
こ
と
で
様
々
な
苦
労
を
経
験
し
た
だ
ろ

う
。
周
囲
の
人
間
の
嫌
な
面
、
見
た
く
な
い
面
を
見
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も

度
々
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
金
銭
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
不
快
さ
や

深
刻
さ
の
度
合
い
も
強
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
脱
出
で
き

た
の
が
大
正
八
年
二
月
、
す
な
わ
ち
、『
沙
羅
の
花
』
所
収
本
文
に
記
さ
れ
た
、

「
杜
子
春
」
が
執
筆
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
を
踏
ま
え
た
上
で
、

「
杜
子
春
」
を
読
み
直
し
た
場
合
、
杜
子
春
の
人
間
観
に
は
、
芥
川
自
身
の
そ

れ
が
強
く
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

杜
子
春
は
、
お
金
が
あ
る
時
は
近
寄
っ
て
く
る
が
、
無
一
文
に
な
れ
ば
す
ぐ

に
離
れ
て
い
く
周
囲
の
人
々
を
見
て
、「
人
間
は
皆
薄
情
で
す
」
と
口
に
し
て

い
る
。
芥
川
自
身
も
ま
た
、
職
業
、
す
な
わ
ち
金
銭
に
関
わ
る
こ
と
で
奔
走

し
、
周
囲
の
人
々
の
「
薄
情
」
さ
を
見
ざ
る
を
得
な
い
、
辛
い
状
況
を
経
験
し

て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
か
ら
の
脱
出
を
果
た
し
た
芥
川
は
、
金
銭
に

よ
る
苦
労
や
失
敗
を
重
ね
る
杜
子
春
に
、
か
つ
て
の
自
身
の
苦
境
を
重
ね
て
描

写
し
た
の
で
は
な
い
か
。
芥
川
自
身
が
、
金
銭
に
関
わ
る
こ
と
で
か
な
り
の
苦

労
を
重
ね
た
か
ら
こ
そ
、
杜
子
春
の
、
人
間
は
利
害
関
係
で
し
か
動
か
な
い
と

い
う
失
望
に
は
、
一
層
の
生
々
し
さ
が
こ
も
る
。

人
間
に
対
す
る
失
望
、
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
そ
の
対
象
に
は
芥
川
自
身

も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
慶
応
義
塾
招
聘
に
関
す
る

「杜子春」における芥川龍之介と家族
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話
は
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
芥
川
自
身
が
断
っ
た
た
め
と
見
ら
れ
る
か

ら
だ
。『
大
阪
毎
日
新
聞
』
で
の
正
式
採
用
が
確
定
し
た
時
期
で
あ
る
、
大
正

八
年
二
月
二
十
三
日
付
の
小
島
政
二
郎
宛
芥
川
書
簡
か
ら
、
そ
の
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
る
。

「
慶
応
の
方
を
一
旦
運
動
を
願
つ
て
置
い
て
中
途
で
変
心
し
た
の
が
沢
木

〔
慶
応
義
塾
大
学
教
授
・
沢
木
四
方
吉
〕
さ
ん
や
何
か
に
不
快
な
思
ひ
を
さ

せ
や
し
ま
せ
ん
で
し
た
か
こ
れ
は
少
々
気
が
咎
め
る
か
ら
伺
つ
て
置
き
ま

す
」

慶
応
義
塾
招
聘
の
件
は
か
な
り
具
体
化
し
、
履
歴
書
を
提
出
す
る
と
こ
ろ
ま

で
進
ん
だ
が
、
こ
の
書
簡
を
見
る
限
り
、
こ
の
件
は
芥
川
自
身
が
断
っ
た
よ
う

だ
。
こ
の
こ
と
で
、
慶
応
義
塾
側
に
「
不
快
な
思
ひ
」
を
抱
か
せ
た
の
で
は
な

い
か
と
、
芥
川
は
危
惧
し
て
い
る
。
慶
応
義
塾
側
か
ら
招
聘
の
件
を
断
っ
て
き

た
の
で
あ
れ
ば
、
芥
川
が
こ
う
し
た
懸
念
を
抱
く
必
要
は
な
い
は
ず
だ
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
最
終
的
に
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
正
社
員
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に

至
る
ま
で
に
、
芥
川
自
身
が
義
理
を
欠
く
行
為
、
道
義
に
反
す
る
行
な
い
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
状
況
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

杜
子
春
は
、
世
俗
と
は
異
な
る
価
値
観
を
身
に
付
け
る
べ
く
、
仙
人
と
な
る

た
め
の
辛
い
修
行
に
耐
え
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
杜
子
春
は
、
自
己
の
利
益

の
た
め
に
、
身
近
な
人
間
で
あ
る
鉄
冠
子
を
利
用
し
て
い
る
。
自
己
の
利
益
し

か
眼
中
に
な
い
と
い
う
点
を
捉
え
れ
ば
、
杜
子
春
自
身
が
絶
望
し
た
、
利
害
関

係
の
み
で
動
く
人
間
た
ち
と
変
わ
り
は
な
い
。
こ
う
し
た
杜
子
春
の
あ
り
方
に

は
、
義
理
を
欠
く
行
為
を
行
な
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
か
つ
て
の
芥
川
自
身

の
姿
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
、「
杜
子
春
」
に
お
け
る
人
間
の
捉
え
方
に
は
、
大
正
八
年
二

月
に
至
る
、
芥
川
自
身
の
辛
い
経
験
が
大
き
く
反
映
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も

ま
た
、「
杜
子
春
」
が
実
際
の
執
筆
後
、
一
年
半
の
期
間
を
空
け
て
発
表
さ
れ

た
こ
と
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
自
身
を
含
め
た
、
人
間
の
嫌
な
面
、

見
た
く
な
い
面
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
て
き
た
ば
か
り
の
芥
川
に
と
っ
て
、
杜
子
春

の
人
間
観
、
及
び
そ
の
あ
り
方
は
、
確
か
に
実
感
が
こ
も
っ
て
は
い
る
も
の

の
、
嫌
悪
感
す
ら
も
よ
お
す
、
生
々
し
さ
を
伴
う
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
発
表
は
一
時
見
合
わ
さ
れ
、
結
果
的
に
一
年
半

と
い
う
意
外
に
長
い
空
白
期
間
が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。

五

父
・
夫
と
し
て
の
芥
川

職
業
、
す
な
わ
ち
金
銭
に
関
す
る
苦
労
は
、
芥
川
が
家
計
を
支
え
る
義
務
を

負
っ
た
、
一
家
の
家
長
で
あ
る
と
い
う
事
実
と
関
わ
る
。
こ
の
事
実
と
、
先
に

検
討
し
た
、
母
に
関
す
る
芥
川
の
願
望
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
両

者
の
間
に
は
家
族
と
い
う
要
素
を
共
通
項
と
し
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、「
杜
子
春
」
発
表
に
至
る
ま
で
の
芥
川
の
年
譜
的
事
項
を
た
ど
っ

て
い
く
と
、
大
正
九
年
に
、
家
族
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
大
き
な
出
来
事
が
生

じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
年
の
四
月
に
、
芥
川
に
と
っ
て
初
め
て
の
子

供
で
あ
る
、
長
男
の
比
呂
志
が
誕
生
し
た
。
長
男
の
誕
生
に
つ
い
て
、
芥
川
は

大
正
九
年
四
月
二
十
八
日
付
の
恒
藤
恭
宛
書
簡
に
て
、
次
の
よ
う
に
報
告
し
て
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い
る
。

「
赤
ん
坊
は
比
呂
志
と
つ
け
た

菊
池
〔
寛
〕
をG

od-father

に
し
た
の
だ

赤
ん
坊
が
出
来
る
と
人
間
は
妙
に
腰
が
据
る
ね

赤
ん
坊
の
出
来
な
い
内
は

一
人
前
の
人
間
ぢ
や
な
い
ね
」

こ
の
書
簡
に
お
け
る
、
芥
川
の
手
放
し
の
喜
び
よ
う
は
注
目
に
値
す
る
。
前

節
に
引
い
た
、「
或
阿
呆
の
一
生
」
に
お
け
る
、
結
婚
直
後
の
家
庭
の
暗
さ
と

は
、
明
確
な
対
照
を
な
し
て
い
る
。

比
呂
志
が
生
ま
れ
る
前
、
塚
本
文
と
結
婚
し
た
時
点
で
、
芥
川
は
夫
、
す
な

わ
ち
一
家
の
家
長
と
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
直
ち
に
喜
び
を
も
た
ら

す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
家
の
経
済
的
窮
乏
か
ら
、
海
軍
機
関
学
校
に
勤
務

し
つ
つ
、『
大
阪
毎
日
新
聞
』
の
社
友
を
も
務
め
る
と
い
う
「
永
久
に
不
愉
快

な
二
重
生
活
」
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
た
だ
で
さ
え
苦
痛
で
あ
る
海
軍
機
関
学

校
の
仕
事
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
厳
し
さ
を
増
し
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
家

計
を
支
え
る
一
家
の
家
長
と
し
て
、
安
易
に
職
を
投
げ
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。そ

う
し
た
中
で
、
収
入
は
維
持
し
つ
つ
、
状
況
を
少
し
で
も
好
転
さ
せ
よ
う

と
、
芥
川
は
必
死
の
努
力
を
続
け
る
。
そ
の
過
程
で
は
、
金
銭
に
ま
つ
わ
る
こ

と
で
、
多
く
の
人
間
の
嫌
な
面
、
見
た
く
な
い
面
を
見
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ろ

う
。
余
裕
の
な
い
状
況
で
、
自
分
自
身
も
ま
た
義
理
を
欠
く
行
為
を
避
け
ら
れ

な
い
こ
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
う
や
く
の
こ
と
で
、
苦
境
か
ら
の
脱

出
に
成
功
し
、
金
銭
に
関
わ
る
心
配
か
ら
は
解
放
さ
れ
る
。
そ
の
時
の
喜
び
は

一
通
り
で
は
な
い
、
か
な
り
大
き
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
影
響
か
ら
か
、

こ
の
時
期
に
書
い
た
作
品
で
あ
る
「
杜
子
春
」
に
は
、
自
身
の
願
望
や
辛
い
経

験
が
か
な
り
大
き
く
反
映
し
て
し
ま
う
。
そ
の
生
々
し
さ
を
自
ら
感
じ
取
っ
た

芥
川
は
、
こ
の
作
品
の
発
表
を
一
時
見
合
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
そ
れ
か
ら
約
一
年
後
、
長
男
の
比
呂
志
が
誕
生
す
る
。
こ
の
こ
と

が
、
芥
川
に
と
っ
て
持
つ
意
義
は
小
さ
く
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
芥
川
は
こ
の

時
、
改
め
て
一
家
の
家
長
と
し
て
の
責
任
を
自
覚
し
た
だ
ろ
う
。
既
に
妻
と
結

婚
し
た
時
点
で
、
芥
川
は
夫＝

一
家
の
家
長
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
に
さ
ら

に
、
父
と
し
て
の
新
た
な
役
割
が
付
加
さ
れ
る
。
夫
と
し
て
、
父
と
し
て
、
子

を
産
ん
だ
ば
か
り
の
妻
と
、
新
た
に
芽
生
え
た
小
さ
な
命
を
守
り
、
家
庭
を
営

ん
で
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

結
婚
し
た
直
後
の
家
庭
は
、
金
銭
に
関
す
る
不
如
意
も
あ
り
、
決
し
て
明
る

い
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
金
銭
に
関
わ
る
奔
走
を
終
え
た
こ
と
で
、

家
庭
を
明
る
い
方
向
へ
と
向
け
る
余
裕
が
生
じ
る
。
こ
う
し
て
、
新
し
い
家
族

が
増
え
た
今
、
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
て
意
識
さ
れ
た
の
は
、

夫
と
し
て
、
父
と
し
て
、
そ
し
て
一
家
の
家
長
と
し
て
、
強
い
愛
情
で
結
ば
れ

た
家
族
を
築
い
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
、
夫

＝

父＝

家
長
と
し
て
の
自
覚
が
、
初
め
て
の
子
を
授
か
っ
た
芥
川
の
胸
に
は
、

強
い
喜
び
と
共
に
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

杜
子
春
が
口
に
す
る
、「
人
間
ら
し
い
、
正
直
な
暮
し
」
の
台
詞
は
、
ご
く

ま
っ
と
う
な
、
平
凡
な
が
ら
満
ち
足
り
た
生
活
へ
の
意
欲
、
と
読
む
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
し
た
意
欲
は
、
金
銭
に
関
わ
る
奔
走
を
終
え
、
改
め
て
家
族
と
向

き
合
う
余
裕
を
得
た
芥
川
の
実
感
を
、
強
く
反
映
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
だ

「杜子春」における芥川龍之介と家族
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ろ
う
。
や
は
り
、
杜
子
春
の
心
を
動
か
す
の
は
、
友
人
や
恋
人
と
い
っ
た
血
縁

者
以
外
の
人
間
で
は
な
く
、
血
を
分
け
た
家
族
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

無
条
件
の
愛
情
で
動
く
、
し
か
も
家
族
で
あ
る
人
間
が
見
せ
る
尊
さ
こ
そ
、
芥

川
が
書
き
た
か
っ
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
作
品
発
表
時
の
芥
川
が
、
息
子
と
い

う
新
た
な
家
族
を
迎
え
、
一
家
の
家
長
と
し
て
の
責
任
を
改
め
て
自
覚
し
て
い

た
こ
と
を
、
そ
し
て
そ
の
責
任
は
、
大
い
な
る
喜
び
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
我
々
は
見
逃
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

妻
で
あ
る
文
が
、
子
を
産
ん
で
母
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
検
討
し
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
大
正
八
年
二
月
に
執
筆
さ
れ
た

「
杜
子
春
」
に
は
、
理
想
の
母
に
対
す
る
芥
川
の
願
望
が
反
映
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
芥
川
が
作
品
の
発
表
を
一
度
は
見
送
る
判
断
を
下

す
一
因
と
な
っ
た
ろ
う
。
芥
川
に
と
っ
て
、
母
の
話
題
は
変
型
さ
れ
た
形
で

も
、
作
品
で
扱
う
こ
と
が
躊
躇
さ
れ
る
対
象
だ
っ
た
。
し
か
し
、
息
子
が
生
ま

れ
、
妻
で
あ
る
文
が
、
母
と
し
て
の
顔
も
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
が
、
芥
川

の
内
部
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。

実
の
母
は
、
自
作
に
お
い
て
容
易
に
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
負
の
感
情

を
伴
う
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
子
を
産
ん
だ
ば
か
り
の
妻
に
対
し
て
は
、

そ
う
し
た
感
情
な
ど
お
よ
そ
湧
く
は
ず
も
な
い
。
彼
女
と
、
彼
女
が
産
ん
だ
新

し
い
命
に
対
し
、
芥
川
は
無
条
件
の
愛
情
を
注
い
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
、
嫌
悪
す
る
対
象
で
あ
っ
た
実
の
母
と
は
異
な
る
、
守
る
べ
き
対
象
で
あ

り
、
自
身
の
妻
で
も
あ
り
、
そ
し
て
誕
生
し
た
ば
か
り
の
母
で
も
あ
る
と
い
う

存
在
を
、
芥
川
は
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
母
と
、
そ
の
子
を
守
る
上
で
必
要
に
な
る
金
銭
の
こ
と
は
、
苦
労
の

末
、
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
人
間
関
係
は
金
銭
、
す
な
わ
ち
利

害
関
係
の
み
で
結
ば
れ
た
場
合
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
簡
単
に
崩
れ
て
し
ま

う
。
必
要
と
な
る
の
は
、
家
族
が
互
い
を
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
結
び

つ
け
る
、
無
条
件
の
愛
情
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
息
子
が
生
ま
れ
、
新
た
な
家

族
の
一
員
が
加
わ
る
に
当
た
り
、
利
害
関
係
を
超
え
た
関
係
性
に
よ
っ
て
結
び

つ
け
ら
れ
た
家
族
を
築
い
て
い
く
こ
と
を
、
芥
川
は
強
く
意
識
し
た
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
よ
う
に
見
た
場
合
、
杜
子
春
が
口
に
す
る
「
人
間
ら
し
い
、
正
直

な
暮
し
」
の
台
詞
は
、
利
害
関
係
で
は
な
く
、
無
条
件
の
強
い
愛
情
に
よ
っ
て

結
び
つ
け
ら
れ
た
家
族
を
作
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
、
芥
川
の
宣
言
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

芥
川
は
、
結
婚
の
半
年
前
、
大
正
六
年
九
月
二
十
八
日
付
の
書
簡
に
て
、
や

が
て
妻
と
な
る
塚
本
文
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

「
世
の
中
の
事
が
万
事
利
巧
だ
け
で
う
ま
く
行
く
と
思
ふ
と
大
ま
ち
が
ひ
で

す
よ
、
そ
れ
よ
り
人
間
で
す

ほ
ん
と
う
に
人
間
ら
し
い
正
直
な
人
間
で
す

そ
れ
が
一
番
強
い
の
で
す
」

こ
の
書
簡
は
、
共
に
新
し
い
家
族
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
人
間
に
対
し

て
、
心
構
え
を
説
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
家
族
と
い
う
も
の
に
対
す
る
、

芥
川
の
真
率
な
思
い
を
伝
え
て
い
る
。「
世
の
中
の
事
が
万
事
利
巧
だ
け
で
う

ま
く
行
く
と
思
ふ
と
」
は
、
人
間
は
利
害
関
係
で
し
か
動
か
な
い
と
い
う
、
杜

子
春
の
冷
た
い
認
識
を
彷
彿
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
ほ
ん
と
う
に
人
間
ら

し
い
正
直
な
人
間
」
は
、
杜
子
春
が
口
に
す
る
「
人
間
ら
し
い
、
正
直
な
暮

「杜子春」における芥川龍之介と家族
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し
」
と
文
言
が
重
な
っ
て
お
り
、
芥
川
が
理
想
と
す
る
人
間
像
を
、
率
直
に
述

べ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ほ
ん
と
う
に
人
間
ら
し
い
正
直
な
人
間
」

で
あ
ろ
う
と
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
家
族
は
血
の
通
っ
た
関
係
と
し

て
互
い
に
結
び
つ
き
、
存
続
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
家
族
を
結
び
つ

け
、
支
え
る
も
の
は
、「
人
間
ら
し
い
正
直
な
」
あ
り
方
以
外
に
は
な
い
と
、

こ
の
時
点
で
、
既
に
芥
川
は
捉
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
書
簡
で
示
さ
れ
た

人
間
観
、
家
族
観
は
、
後
年
書
か
れ
る
「
杜
子
春
」
と
確
か
に
響
き
合
っ
て
い

る
。

六

大
正
時
代
の
文
学
作
品
と
し
て

こ
こ
ま
で
、
杜
子
春
の
「
人
間
ら
し
い
、
正
直
な
暮
し
」
の
台
詞
を
中
心

に
、
作
品
を
芥
川
の
実
生
活
上
の
出
来
事
と
重
ね
る
形
で
検
討
し
て
き
た
。
こ

こ
で
、
作
品
を
同
時
代
の
文
脈
の
中
に
置
い
た
場
合
、
舞
台
が
昔
の
中
国
で
あ

る
た
め
、
大
正
時
代
の
文
学
作
品
な
ら
で
は
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
視
点
に
よ
る
検
討
は
、
既
に
先
行
研
究
に

て
何
度
か
試
み
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
を
手
掛
か
り
に
、
作
品
が

持
つ
同
時
代
的
な
意
味
を
考
察
し
て
み
た
い
。

杜
子
春
は
、
世
俗
を
超
え
た
価
値
を
身
に
付
け
る
べ
く
仙
人
と
な
る
修
行
を

し
た
が
、
母
と
再
会
し
た
こ
と
で
、
再
び
世
俗
の
人
間
と
し
て
生
き
る
決
意
を

す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
と
き
の
杜
子
春
は
、
利
害
関
係
で
し
か
動
か
な
い
人
間

し
か
知
ら
な
い
、
か
つ
て
の
杜
子
春
で
は
な
い
。
こ
の
世
に
は
、
身
を
投
げ
出

し
て
も
大
切
な
相
手
を
守
り
た
い
と
い
う
、
無
条
件
の
愛
情
で
動
く
人
間
が
確

か
に
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
決
し
て
遠
く
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
身
近
に
い
る
家
族
こ
そ
が
、
そ
う
し
た
愛
情
を
身
に
体
し
た
存

在
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
杜
子
春
は
、
世
俗
を
超
え
た
価
値
を
無
理
に
追

い
求
め
る
こ
と
は
止
め
、
身
近
に
あ
る
小
さ
な
幸
せ
を
、
大
切
に
守
っ
て
い
く

こ
と
を
決
意
す
る
。
そ
れ
は
、
仙
人
に
な
っ
た
場
合
と
は
異
な
り
、
大
き
な
変

化
に
乏
し
い
、
当
た
り
前
の
毎
日
が
続
い
て
い
く
こ
と
を
選
択
し
た
こ
と
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
毎
日
に
こ
そ
尊
い
価
値
が
あ
る
こ
と
を
、
今
の
杜

子
春
は
知
っ
て
い
る
。

山
敷
和
男
は
、
杜
子
春
は
「
大
正
の
小
市
民
の
祈
り
を
代
表
し
て
い
る
人

間
」
で
あ
り
、「
杜
子
春
を
そ
う
い
う
人
間
に
描
き
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

（

）

『
杜
子
春
傳
』
の
近
代
化
が
完
成
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
」、
と
述
べ
る
。

「
羅
生
門
」（
大
四
・
十
一
『
帝
国
文
学
』）
に
端
を
発
す
る
芥
川
の
創
作
方

法
は
、
内
外
の
文
学
作
品
か
ら
材
を
得
て
、
こ
れ
に
近
代
的
な
解
釈
を
加
え
る

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
杜
子
春
」
も
ま
た
、
原
典
で
あ
る
「
杜
子
春
伝
」

に
改
変
を
加
え
て
お
り
、
特
に
母
と
息
子
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
の
変
更
は
顕

著
に
認
め
ら
れ
る
。
身
を
投
げ
出
し
て
も
息
子
を
守
ろ
う
と
す
る
母
の
姿
を
見

て
、
家
族
愛
の
尊
さ
に
目
覚
め
る
と
い
う
結
末
部
の
展
開
は
、
芥
川
の
改
変
に

よ
る
、
こ
の
作
品
の
独
自
性
と
言
え
る
。
こ
の
独
自
性
、
す
な
わ
ち
平
凡
だ
か

ら
こ
そ
見
失
い
が
ち
な
家
族
愛
の
尊
さ
の
提
示
を
、
山
敷
の
表
現
を
借
り
て
、

「
大
正
の
小
市
民
の
祈
り
」、
す
な
わ
ち
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
た
時
代
な
ら
で

は
の
要
素
と
考
え
た
い
。
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も
ち
ろ
ん
、
単
に
家
族
愛
の
尊
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
時
代
を
超
え
て

意
義
を
持
つ
、
普
遍
的
な
価
値
と
し
て
通
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
時
代
的
な
意

味
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
作
品
か
ら
、
大
正
時
代
の
人
々
に
生

じ
た
価
値
観
の
変
化
を
読
み
取
る
、
前
田
愛
の
指
摘
を
参
照
し
て
お
こ
う
。

「
杜
子
春
が
さ
ま
ざ
ま
な
試
練
に
耐
え
て
仙
人
に
な
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ

に
明
治
の
立
身
出
世
主
義
な
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が
こ
こ

〔
最
終
章
〕
で
否
定
さ
れ
て
、
も
っ
と
さ
さ
や
か
な
幸
福
と
い
う
も
の
が
目

標
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
、『
杜
子
春
』
と
い
う
物
語
で
す
。

大
正
時
代
に
な
る
と
、
も
う
末
は
大
臣
か
大
将
か
と
い
っ
た
誇
大
な
立
身
出

世
主
義
は
影
を
ひ
そ
め
て
く
る
。
そ
れ
が
、
こ
の
芥
川
の
『
杜
子
春
』
に
非

（

）

常
に
は
っ
き
り
と
表
わ
れ
て
く
る
わ
け
で
す
。」

利
害
関
係
で
し
か
動
か
な
い
人
間
た
ち
に
失
望
し
た
杜
子
春
は
、
世
俗
を
超

え
た
価
値
観
を
求
め
て
、
仙
人
に
な
る
こ
と
を
目
指
す
。
確
か
に
こ
れ
は
、
明

治
時
代
に
お
け
る
苛
烈
な
立
身
出
世
主
義
と
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
杜
子
春
は
仙
人
に
な
る
こ
と
は
自
ら
断
念
し
、
無
条
件
の
愛
情
に
よ
っ

て
結
び
つ
け
ら
れ
た
家
族
と
と
も
に
営
む
、
平
凡
な
生
活
に
価
値
を
見
出
し
て

い
く
。
こ
れ
こ
そ
が
、
明
治
時
代
に
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
、「
も
っ
と
さ
さ

や
か
な
幸
福
」
で
あ
り
、
大
正
時
代
に
は
こ
う
し
た
「
幸
福
」
が
よ
り
積
極
的

に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
た
場
合
、「
杜
子

春
」
に
お
け
る
家
族
愛
の
尊
さ
の
提
示
は
、
や
は
り
こ
の
時
代
の
価
値
観
を
反

映
し
た
、「
大
正
の
小
市
民
の
祈
り
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
大
正
の
小
市
民
」
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
杜
子
春
が
手
に
入
れ
る
家
に

つ
い
て
も
見
逃
せ
な
い
。
杜
子
春
は
、「
人
間
ら
し
い
、
正
直
な
暮
し
」
を
築

く
拠
点
と
し
て
、
鉄
冠
子
か
ら
「
桃
の
花
が
一
面
に
咲
い
て
ゐ
る
」、「
一
軒
の

家
」
を
贈
ら
れ
る
。
こ
の
家
に
関
し
て
、
前
田
愛
は
同
時
代
な
ら
で
は
の
意
味

を
読
み
取
っ
て
い
る
。

「
こ
の
山
の
麓
に
あ
る
さ
さ
や
か
な
家
、
桃
の
花
が
咲
き
ほ
こ
っ
て
い
る
さ

さ
や
か
な
家
、
こ
れ
ら
は
陶
淵
明
の
イ
メ
ー
ジ
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
実
は
大

正
中
期
の
小
市
民
の
小
さ
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
描
き
出
し
て
い
る
。
も
っ
と
具

体
的
に
い
え
ば
、
都
市
の
郊
外
に
建
て
ら
れ
た
文
化
住
宅
、
そ
う
い
っ
た
も

の
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
う
い
う
大
正
と
い
う
同
時
代
の
文
化
的
な
コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
、
こ
の
『
杜
子
春
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
な
か
に
芥
川
は
引
用
し
て

（

）

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」

近
代
化
に
伴
い
、
多
く
の
人
間
が
故
郷
を
離
れ
、
職
を
求
め
て
都
市
の
中
心

部
で
生
活
す
る
。
そ
れ
は
場
合
に
よ
っ
て
は
、
家
族
が
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
て

生
活
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
都
市
の
中
心

部
を
避
け
、
喧
噪
か
ら
離
れ
た
郊
外
で
の
暮
し
を
選
択
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
家

族
と
と
も
に
営
ん
で
い
く
、
穏
や
か
で
平
和
な
毎
日
が
待
っ
て
い
る
。
杜
子
春

は
、
鉄
冠
子
か
ら
贈
ら
れ
る
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
唐
の
都
で
あ
る
洛
陽
を

離
れ
た
、「
泰
山
の
南
の
麓
」
に
家
を
得
て
い
る
。
そ
こ
で
杜
子
春
は
、
家
族

と
と
も
に
幸
福
を
か
み
し
め
な
が
ら
、「
人
間
ら
し
い
、
正
直
な
暮
し
」
を
築

い
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
家
族
愛
の
尊
さ
の
提
示
だ
け
で
な
く
、
杜
子
春
が
手
に

す
る
家
に
関
し
て
も
、
大
正
時
代
な
ら
で
は
の
価
値
観
が
潜
ん
で
い
る
と
言
え

る
。

「杜子春」における芥川龍之介と家族

二〇



こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
昔
の
中
国
を
舞
台
と
し
た
「
杜
子
春
」
に
お
い

て
も
、
作
品
が
発
表
さ
れ
た
大
正
時
代
な
ら
で
は
の
意
味
を
様
々
に
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
検
討
し
た
い
く
つ
か
の
要
素
に
は
、
や
は

り
家
族
と
い
う
共
通
項
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
立
身
出
世
を
求
め
て
苛
烈

な
競
争
に
身
を
さ
ら
し
、
家
族
と
離
れ
て
で
も
都
市
の
中
心
部
に
身
を
置
く
生

活
は
、
金
銭
的
な
豊
か
さ
は
得
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
精
神
的
な
面
で
は

余
裕
の
な
い
日
々
を
送
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、

世
間
的
な
成
功
を
収
め
る
こ
と
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
価
値
観
が
、
明

治
時
代
ま
で
は
人
々
に
支
持
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
価
値
観
に
お
い

て
、
家
族
、
詳
し
く
言
え
ば
家
族
と
と
も
に
あ
る
生
活
や
、
こ
れ
を
支
え
る
無

条
件
の
愛
情
と
い
っ
た
も
の
は
、
二
義
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
。

し
か
し
、
大
正
時
代
に
は
こ
う
し
た
価
値
観
に
は
変
化
が
生
じ
る
。
身
心
の

不
調
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
、
都
市
の
中
心
部
で
の
生
活
は
避
け
ら
れ
、
喧

噪
か
ら
離
れ
た
郊
外
で
の
生
活
が
志
向
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
家
族
と
と
も
に

あ
る
平
凡
だ
が
穏
や
か
な
日
々
が
待
っ
て
い
る
。
金
銭
面
で
は
多
少
の
不
利
が

生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
家
族
と
過
ご
す
心
豊
か
な
生
活
は
、
そ
れ
を
補
っ

て
余
り
あ
る
。
家
族
と
と
も
に
あ
る
生
活
は
、
金
銭
や
世
間
的
な
名
誉
と
は
引

き
換
え
に
な
ら
な
い
、
高
い
価
値
を
秘
め
て
い
る
。
大
正
時
代
に
お
い
て
は
、

家
族
観
の
変
化
に
伴
う
、
こ
う
し
た
価
値
観
が
人
々
に
支
持
さ
れ
始
め
た
と
考

え
ら
れ
る
。

「
杜
子
春
」
は
、
こ
う
し
た
価
値
観
を
巧
み
に
作
品
に
導
入
し
、「
人
間
ら
し

い
、
正
直
な
暮
し
」、
す
な
わ
ち
、
無
条
件
の
愛
情
で
結
び
つ
け
ら
れ
た
、
家

族
と
共
に
あ
る
生
活
が
持
つ
魅
力
を
、
読
者
に
提
示
し
て
い
る
。
大
正
時
代
の

文
学
作
品
な
ら
で
は
の
価
値
を
、「
杜
子
春
」
が
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
、

我
々
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
。

「
杜
子
春
」
に
お
け
る
、
杜
子
春
の
人
間
観
、
す
な
わ
ち
、
人
間
は
利
害
関

係
で
し
か
動
か
な
い
と
い
う
捉
え
方
は
、
こ
の
作
品
の
執
筆
に
先
立
つ
一
年
ほ

ど
の
期
間
に
、
芥
川
が
職
業
、
す
な
わ
ち
金
銭
に
関
わ
る
こ
と
で
苦
労
し
た
こ

と
が
反
映
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
度
は
世
俗
の
世
界
に
別
れ
を
告
げ
よ
う
と
し

た
杜
子
春
だ
が
、
家
族
の
愛
が
尊
く
か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

り
、
平
凡
だ
が
、
さ
さ
や
か
な
幸
福
に
満
ち
た
生
活
を
手
に
す
る
。
そ
の
過
程

に
お
い
て
は
、
芥
川
の
理
想
の
母
に
対
す
る
願
望
が
は
し
な
く
も
表
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
、
作
品
は
発
表
が
一
度
は
見
合
わ
さ
れ
た
が
、
息
子

の
誕
生
と
い
う
出
来
事
を
経
て
、
家
長
と
し
て
の
新
た
な
自
覚
を
得
た
芥
川

は
、
自
信
を
持
っ
て
本
作
を
世
に
出
す
。
そ
こ
に
は
、
大
正
時
代
な
ら
で
は
の

価
値
観
が
様
々
な
形
で
導
入
さ
れ
て
い
る
。

本
作
の
成
立
、
及
び
作
品
内
容
を
見
て
い
く
上
で
、
家
族
と
い
う
要
素
は
重

要
な
意
味
を
持
つ
。
芥
川
自
身
に
お
い
て
、
妻
と
の
結
婚
、
息
子
の
誕
生
と
い

う
実
生
活
上
の
出
来
事
は
、
家
族
と
い
う
も
の
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
捉
え
直

す
機
会
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
大
正
と
い
う
時
代
に
お
い
て
も
、
家
族

の
捉
え
方
は
以
前
と
比
べ
て
変
化
が
生
じ
て
お
り
、
そ
の
変
化
は
「
杜
子
春
」

に
お
け
る
家
族
の
捉
え
方
と
、
確
か
に
響
き
合
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
家
族
と
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り
に
、
作
品
に
つ
い
て
検
討
し
て
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き
た
。
芥
川
龍
之
介
と
い
う
個
人
に
お
い
て
、
ま
た
、
大
正
と
い
う
時
代
に
お

い
て
、
家
族
の
捉
え
方
が
変
化
し
た
こ
と
が
、
本
作
の
成
立
に
お
い
て
欠
か
せ

な
い
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
杜
子
春
が
口
に
す
る
、「
人
間
ら
し
い
、
正
直
な

暮
し
」
の
台
詞
に
は
、
我
々
が
考
え
る
以
上
に
複
雑
か
つ
多
様
な
意
味
が
込
め

ら
れ
て
い
る
。

注（
�
）
芥
川
龍
之
介
作
品
の
引
用
は
、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
全
二
十
四
巻
（
岩
波
書
店
、

平
七
〜
十
）
に
よ
る
。
引
用
に
際
し
て
は
、
正
字
は
適
宜
略
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
原

則
と
し
て
省
略
し
た
。

（
�
）
「〈
御
伽
噺
〉
の
世
界
で
」（『
鷗
外
と
漱
石

明
治
の
エ
ー
ト
ス
』
昭
五
十
八
・

五
、
力
富
書
房
）。

（
�
）
「『
も
つ
と
己
れ
の
生
活
を
書
け
、
も
つ
と
大
胆
に
告
白
し
ろ
』
と
は
屢
、
諸
君
の

勧
め
る
言
葉
で
あ
る
。（
中
略
）
諸
君
の
僕
に
勧
め
る
の
は
僕
自
身
を
主
人
公
に
し
、

僕
の
身
の
上
に
起
つ
た
事
件
を
臆
面
も
な
し
に
書
け
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
お
ま
け
に

巻
末
の
一
覧
表
に
は
主
人
公
た
る
僕
は
勿
論
、
作
中
の
人
物
の
本
名
仮
名
を
ず
ら
り

と
並
べ
ろ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
は
御
免
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
│
│
」

（
芥
川
龍
之
介
「
澄
江
堂
雑
記
」〔
原
題
「
雑
筆
」〕
大
十
二
・
十
一
『
随
筆
』）

（
�
）
「
杜
子
春
伝
」
の
参
照
に
は
、『
新
釈
漢
文
大
系
第
四
十
四
巻

唐
代
伝
奇
』（
昭
四

十
六
・
九
、
明
治
書
院
）
を
用
い
た
。

（
�
）
芥
川
の
実
生
活
上
の
出
来
事
の
確
認
に
つ
い
て
は
、『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十

四
巻
（
平
十
・
三
）
所
収
の
年
譜
（
宮
坂
覺
作
成
）
を
参
照
し
た
。

（
�
）
「
唐
代
小
説
『
杜
子
春
伝
』
と
芥
川
の
童
話
『
杜
子
春
』
の
発
想
の
相
違
点
」（
昭

四
十
『
比
較
文
学
』）。

（
�
）
越
智
良
二
も
ま
た
、「『
杜
子
春
』
の
陰
翳
」（
昭
五
十
四
・
十
二
『
愛
媛
国
文
研

究
』）
に
て
、「
杜
子
春
」
に
お
け
る
母
の
描
写
に
、
芥
川
の
願
望
が
反
映
し
て
い
る

こ
と
を
読
み
取
る
。「
こ
の
『
杜
子
春
』
の
中
で
は
、
問
題
は
、
単
な
る
子
供
の
側
か

ら
の
一
方
的
な
孝
心
に
で
は
な
く
、
母
親
の
側
か
ら
も
、
子
供
の
側
か
ら
も
、
双
方

か
ら
手
を
差
し
伸
べ
あ
っ
た
心
の
触
れ
合
い
、
愛
情
の
通
い
合
い
に
あ
る
の
で
、
現

実
に
は
其
れ
を
望
み
乍
ら
も
遂
に
母
親
の
側
か
ら
差
し
伸
べ
ら
れ
る
愛
を
知
る
こ
と

が
な
く
、
口
を
利
い
て
貰
う
こ
と
の
な
か
っ
た
芥
川
の
、
深
い
憧
れ
、
見
果
て
ぬ
夢

が
、
紬
ぎ
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」

（
�
）
「『
蜘
蛛
の
糸
』
か
ら
『
杜
子
春
』
へ
」（
平
十
三
・
三
『
二
松
学
舎
大
学
東
洋
学
研

究
所
集
刊
』）。

（
�
）
注
（
�
）
に
同
じ
。

（

）
「『
杜
子
春
』
論
考
」（
昭
三
十
六
・
九
『
漢
文
学
研
究
』）。

（

）
「
文
学
の
な
か
の
子
ど
も
た
ち
」（
栗
原
彬
ほ
か
著
『
学
校
化
社
会
の
ス
ト
レ
ン
ジ

ャ
ー＝

子
ど
も
の
王
国
』
昭
六
十
三
・
二
、
新
曜
社
）。

（

）
『
文
学
テ
ク
ス
ト
入
門
』（
平
五
・
九
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）。
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