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確
か
に
「
家
族
小
説
」「
戦
争
小
説
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
「
家
族
小
説
」「
戦
争
小
説
」
と
し
て
、「
狂
い
凧
」
に
ど
の
よ
う
な

内
容
が
記
さ
れ
、
如
何
な
る
表
現
が
試
み
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
内
実
に
つ

い
て
、
こ
れ
ま
で
具
体
的
か
つ
適
切
な
考
察
が
為
さ
れ
て
き
た
と
は
決
し
て
言

え
な
い
。
特
に
「
家
族
小
説
」
お
よ
び
「
戦
争
小
説
」
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の

側
面
が
、
作
品
の
中
で
如
何
に
し
て
繋
が
り
を
持
ち
、
呼
応
し
合
っ
て
い
る
の

か
、そ
の
点
に
つ
い
て
は
全
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。本
論
は「
家
族
」と「
戦
争
」

に
注
目
し
な
が
ら
、「
狂
い
凧
」
の
モ
チ
ー
フ
を
よ
り
深
く
捉
え
直
そ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

結
論
を
少
し
記
せ
ば
、「
狂
い
凧
」
に
は
、「
家
族
」
と
言
う
よ
り
も
、「
家
族
」

に
関
わ
る
戦
前
日
本
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
る
。「
戦

争
」
も
そ
の
問
題
と
強
く
結
び
つ
く
こ
と
で
、
梅
崎
春
生
の
批
判
を
込
め
な
が

ら
表
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
考
察
を
進
め
た
い
。

は
じ
め
に

梅
崎
春
生
の
長
編
小
説
「
狂
い
凧
」

（
１
）

は
、『
群
像
』
昭
和
三
十
八
年
一
月
号

か
ら
五
月
号
に
か
け
て
連
載
さ
れ
た
。
芸
術
選
奨
文
部
大
臣
賞
を
受
賞
す
る
な

ど
、
梅
崎
の
作
品
の
中
で
も
高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
武
田
泰

淳
は
書
評
「
梅
崎
春
生
著
『
狂
ひ
凧
』」（
昭
和
三
十
八
年
十
月
四
日
『
週
刊
朝

日
』）の
中
で
、「
家
族
小
説
、
戦
争
小
説
と
し
て
も
傑
作
」
だ
と
評
し
て
い
る
（
２
）

。

「
狂
い
凧
」
に
は
福
次
郎
を
父
に
持
つ
矢
木
栄
介
・
城
介
の
双
子
の
兄
弟
が

登
場
し
、
伯
父
幸
太
郎
と
彼
ら
と
の
関
わ
り
も
描
か
れ
て
い
る
。「
家
族
小
説
」

と
言
う
に
相
応
し
い
物
語
で
あ
る
。
近
年
、戸
塚
麻
子
も
、〈
家
族
〉が「
狂
い
凧
」

の「
最
も
重
要
な
モ
チ
ー
フ
」だ
と
指
摘
し
て
い
る
（
３
）（『
戦
後
派
作
家  

梅
崎
春
生
』

平
成
二
十
一
年
七
月
、
論
創
社
）。
ま
た
「
狂
い
凧
」
に
は
、
矢
木
城
介
の
戦

地
に
お
け
る
自
殺
が
記
さ
れ
て
い
る
の
を
見
れ
ば
、「
戦
争
小
説
」
と
い
う
言

い
方
も
成
り
立
つ
。「
狂
い
凧
」
の
モ
チ
ー
フ
を
大
き
な
枠
組
み
で
捉
え
れ
ば
、

梅
崎
春
生
「
狂
い
凧
」
論

︱ 

「
戦
争
」「
家
父
長
制
」
そ
し
て
「
天
皇
制
」 
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像
に
は
、
基
本
的
に
作
者
自
身
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
梅
崎
家
は
男
ば

か
り
の
六
人
兄
弟
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
矢
木
家
は
男
四
人
、
女
一
人
の
兄
妹

で
、
し
か
も
長
男
竜
介
は
病
で
早
世
し
、
か
つ
次
男
栄
介
、
三
男
城
介
は
双
子

と
い
う
梅
崎
家
と
異
な
る
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
栄
介
の
大
学
在
学
中

に
父
福
次
郎
が
脳
出
血
か
ら
病
の
床
に
就
き
他
界
す
る
の
は
、
春
生
の
父
健
吉

郎
に
お
け
る
同
様
の
事
実
に
基
づ
く
。
た
だ
し
春
生
の
父
は
も
と
も
と
陸
軍
軍

人
で
あ
る
が
、
栄
介
の
父
は
当
初
県
庁
役
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
矢
木
家
の
設
定
の
中
か
ら
、特
に
次
の
二
点
に
考
察
を
向
け
た
い
。

城
介
が
戦
地
で
自
殺
す
る
に
至
る
顚
末
、
そ
し
て
栄
介
ら
の
伯
父
幸
太
郎
の
人

物
像
で
あ
る
。
次
節
以
降
で
論
ず
る
よ
う
に
、
前
者
が
ほ
ぼ
事
実
に
準
じ
て
記

さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
作
者
に
よ
る
創
作
が
取
り
分

け
多
く
加
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
狂
い
凧
」
の
物
語
の
中
で
、〈
城
介
の
死
〉
と
幸
太
郎
像
は
、
そ

れ
ぞ
れ
事
実
と
創
作
の
比
重
に
お
い
て
両
極
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
〈
城
介

の
死
〉
は
「
戦
争
」
と
、
幸
太
郎
像
は
「
家
族
」
と
、
と
も
に
密
接
に
関
わ
る

と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。

「
狂
い
凧
」
の
モ
チ
ー
フ
を
読
み
解
く
鍵
が
、
こ
れ
ら
二
つ
に
隠
さ
れ
て
い

る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

二
ー
（
１
）

―
城
介
は
中
学
の
級
友
三
人
と
入
っ
た
う
ど
ん
屋
で
食
逃
げ
事
件
を
起
こ

一

ト
ラ
ッ
ク
に
弾
き
飛
ば
さ
れ
、
凧
の
よ
う
に
舞
い
上
が
っ
た
バ
ス
停
留
所
の

標
識
柱
が
、
通
り
が
か
り
の
若
い
女
性
の
背
中
に
直
撃
す
る
。「
狂
い
凧
」
の

物
語
は
、
そ
の
事
件
を
「
私
」
が
目
撃
す
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。「
私
」
は
物

語
の
現
在
に
お
け
る
視
点
人
物
と
言
う
べ
き
存
在
で
、
背
中
を
痛
め
て
病
臥
中

の
大
学
講
師
の
友
人
矢
木
栄
介
を
「
私
」
が
訪
ね
、
二
人
が
会
話
す
る
形
で
物

語
は
進
行
す
る
。
次
第
に
栄
介
の
回
想
が
多
く
挿
入
さ
れ
、
城
介
が
戦
地
で
自

殺
す
る
に
至
る
顚
末
を
中
心
に
、
栄
介
、
城
介
の
家
庭
、
つ
ま
り
矢
木
家
の
過

去
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
回
想
に
は
多
く
伯
父
幸
太
郎
が
登
場
し
、

ま
た
物
語
の
現
在
に
お
い
て
も
、
幸
太
郎
は
栄
介
と
関
わ
る
存
在
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
栄
介
は
矢
木
家
の
過
去
を
語
る
際
に
は
視
点
人
物
と
な
り
、
物
語

の
現
在
で
も
、
幸
太
郎
が
現
れ
る
場
面
に
つ
い
て
は
、「
私
」
で
な
く
、
栄
介

の
視
点
で
表
さ
れ
て
い
る
。
小
説
全
体
を
通
し
て
の
主
人
公
は
、
矢
木
栄
介
と

見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

右
の
ご
と
き
「
狂
い
凧
」
の
中
で
、
栄
介
の
回
想
の
中
で
描
か
れ
る
矢
木
家

に
つ
い
て
は
、
作
者
が
育
っ
た
梅
崎
家
を
土
台
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
を
加
え
る
形
で
表
さ
れ
て
い
る（
４
）
。
例
え
ば
梅
崎
春
生
の
生
家
が
九
州
福

岡
市
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
矢
木
家
の
回
想
も
九
州
が
舞
台
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
春
生
が
梅
崎
家
の
次
男
で
東
京
帝
国
大
学
に
進
学
し
た
よ
う
に
、
栄
介
は
矢

木
家
の
次
男
で
あ
り
、
や
は
り
東
京
の
大
学
に
進
学
し
て
い
る
。
従
っ
て
栄
介
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た
」
と
記
し
て
い
る

（
５
）
。
つ
ま
り
城
介
の
死
に
至
る
顚
末
は
、細
部
は
と
も
か
く
、

そ
の
大
筋
に
お
い
て
、
梅
崎
春
生
の
弟
忠
生
の
そ
れ
に
基
づ
い
て
記
さ
れ
て
い

る
。
従
っ
て
「
狂
い
凧
」
と
い
う
小
説
に
は
、
間
違
い
な
く
、
弟
忠
生
の
死
に

対
す
る
作
者
の
思
い
が
託
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
既
に
戸
塚
麻
子
も
「
梅

崎
春
生
の
中
に
、
忠
生
の
死
を
何
と
か
捉
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
、
そ
れ
を
文

学
作
品
の
中
で
表
現
し
た
い
と
い
う
強
い
衝
動
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
」
し
て
い
る
（
６
）

。
い
ま
少
し
踏
み
込
ん
で
言
え
ば
、
梅
崎
春
生
の
中
に
、
弟
忠

生
の
命
を
奪
っ
た
も
の
に
対
す
る
大
き
な
怒
り
が
存
在
し
、
忠
生
の
死
を
城
介

の
死
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弟
の
死
の
原
因
を
追
及
し
批
判
せ
ん

と
し
た
。「
狂
い
凧
」
を
著
し
た
作
者
の
動
機
と
意
図
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う

に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

城
介
の
死
の
原
因
を
考
え
る
に
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
直
接
に
は
「
戦
争
」

「
軍
隊
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
薬
物
中
毒
と
な
り
、
克
服
で
き
な
か
っ
た
城
介
の

意
志
の
弱
さ
を
難
ず
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
軍
隊
生
活
が
城
介
を
薬

物
依
存
に
追
い
込
ん
だ
の
は
確
か
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
軍
隊
へ
召
集
さ
れ
な
け

れ
ば
、
全
て
は
起
こ
り
え
な
い
不
幸
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
「
戦
争
小
説
」
と
評

さ
れ
た
「
狂
い
凧
」
は
、戦
地
で
弟
を
喪
っ
た
作
者
に
よ
る
〈
戦
争
批
判
〉〈
軍

隊
批
判
〉
の
小
説
と
ま
ず
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
、
梅
崎
春
生
の
父
健
吉
郎
は
も
と
も
と
陸
軍
軍
人
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
矢
木
栄
介
の
父
福
次
郎
は
当
初
県
庁
役
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
栄
介

の
視
点
か
ら
〈
軍
隊
批
判
〉
を
描
く
上
で
、
栄
介
の
父
が
軍
人
で
あ
る
の
は
都

す
。
城
介
は
自
ら
退
学
を
申
し
出
る
が
、「
視
学
や
世
間
態
に
気
が
ね
ば
か
り

し
て
い
る
」
校
長
は
、
城
介
を
「
事
件
以
前
の
日
付
け
」
で
退
学
さ
せ
よ
う
と

す
る
。
級
友
三
人
の
父
親
は
「
裁
判
官
」「
電
鉄
重
役
」「
医
師
」
と
い
う
社
会

的
地
位
を
利
用
し
、「
事
件
の
も
み
消
し
」
を
図
る
。
結
局
、
当
時
県
庁
役
人

を
追
わ
れ
「
小
会
社
の
庶
務
係
に
勤
め
て
い
」
た
父
親
を
持
つ
城
介
の
み
が
退

学
と
い
う
「
一
番
悪
い
ク
ジ
を
引
い
た
」。
城
介
は
幸
太
郎
の
勧
め
に
従
い
東

京
の
葬
儀
屋
へ
奉
公
に
出
、
や
が
て
陸
軍
か
ら
召
集
さ
れ
、
大
陸
に
渡
る
。
従

軍
中
の
過
酷
な
環
境
か
ら
喘
息
の
発
作
を
起
こ
し
た
城
介
は
、
衛
生
兵
の
立
場

を
利
用
し
、
鎮
咳
剤
と
し
て
パ
ビ
ナ
ー
ル
を
乱
用
、
中
毒
と
な
る
。
城
介
の
薬

品
不
正
使
用
は
発
覚
す
る
が
、「
進
級
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
陰
性
な
性

格
」
の
上
官
中
田
少
佐
は
、「
部
隊
の
中
か
ら
中
毒
者
が
出
た
」
こ
と
を
隠
す

た
め
か
、
城
介
の
「
強
制
入
院
を
撤
回
」
す
る
。
城
介
は
内
地
帰
還
の
一
週
間

前
、
薬
を
飲
み
自
殺
し
た
。

「
狂
い
凧
」
の
物
語
の
中
か
ら
、
城
介
の
死
に
至
る
顚
末
を
掻
い
摘
ん
で
要

約
す
れ
ば
、
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
応
召
の
前
ま
で
は
栄
介
の
回
想
で
、
戦
地

で
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
加
納
と
言
う
城
介
の
戦
友
の
証
言
に
よ
っ
て
記
さ

れ
て
い
る
。

梅
崎
春
生
は
エ
ッ
セ
イ
「
暴
力
ぎ
ら
い
」（
昭
和
三
十
九
年
三
月
『
え
き
す

ぷ
れ
す
』）
で
、「（
中
学
在
学
中
に
）
私
の
弟
忠
生
は
、
友
だ
ち
と
う
ど
ん
屋

に
入
り
金
が
無
く
て
食
い
逃
げ
し
、
そ
れ
が
学
校
に
知
れ
て
退
学
に
な
っ
た
。

そ
れ
か
ら
忠
生
は
東
京
に
奉
公
に
行
き
、
兵
隊
に
と
ら
れ
て
蒙
古
で
自
殺
を
し
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そ
の
修
猷
館
を
憎
ん
で
い
る
」
と
記
し
て
い
る
。
自
殺
の
場
と
な
っ
た
軍
隊
で

な
く
、
む
し
ろ
退
学
さ
せ
た
中
学
校
に
弟
の
死
の
原
因
を
見
出
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
以
上
に
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
同
じ
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、

梅
崎
は
自
身
も
通
っ
た
修
猷
館
中
学
の
「
校
則
」「
校
風
」
が
「
厭
」
に
な
っ

た
理
由
と
し
て
、
同
校
で
下
級
生
が
「
鉄
拳
制
裁
を
う
け
る
」
の
は
「
軍
隊
と

同
じ
」
で
あ
り
、
そ
の
「
暴
力
を
呪
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
私

の
戦
争
ぎ
ら
い
は
そ
の
暴
力
ぎ
ら
い
か
ら
来
て
い
る
」
と
も
書
い
て
い
る
。
梅

崎
春
生
は
自
身
が
通
い
、
弟
を
退
学
さ
せ
た
修
猷
館
中
学
に
「
戦
争
」「
軍
隊
」

の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
、
そ
れ
故
に
厭
悪
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
忠
生
の
死
の
原

因
と
し
て
中
学
退
学
を
記
す
梅
崎
で
あ
る
が
、
そ
の
奥
に
は
や
は
り
「
戦
争
」

「
軍
隊
」
を
見
出
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
狂
い
凧
」
に
お
い
て
、
う
ど
ん
食
逃
げ
事
件
以
来
、
城
介
と
関
わ
っ
た
人
々

が
、
ど
れ
だ
け
事
実
に
即
し
て
い
る
の
か
定
か
で
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と

も
中
学
校
長
の
人
物
像
に
は
、
弟
を
退
学
さ
せ
た
修
猷
館
中
学
に
対
す
る
右
の

ご
と
き
作
者
の
厭
悪
の
気
持
ち
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
だ
と

す
れ
ば
、
中
学
校
長
以
下
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
城
介
が
死
へ
と
導
か
れ
て

い
っ
た
そ
の
こ
と
も
、
単
な
る
巡
り
合
わ
せ
の
不
運
、
偶
然
の
不
幸
と
解
す
べ

き
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
ら
の
背
後
に
は
、「
戦
争
」「
軍
隊
」
が
、
い
ま
少
し
正

確
に
言
え
ば
、
軍
隊
を
抱
え
、
戦
争
を
遂
行
し
て
い
た
戦
前
の
日
本
社
会
が
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

合
が
悪
く
、
栄
介
を
よ
り
効
果
的
な
立
場
へ
置
こ
う
と
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

次
い
で
う
ど
ん
食
逃
げ
事
件
以
来
、
節
目
節
目
で
城
介
と
関
わ
っ
た
人
間
た

ち
が
、
城
介
を
不
幸
へ
導
い
た
遠
因
か
と
も
思
わ
れ
る
。
中
学
校
長
、
伯
父
幸

太
郎
、
級
友
三
人
の
父
親
、
そ
し
て
中
田
少
佐
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
伯
父
幸
太

郎
に
つ
い
て
は
次
節
以
降
で
詳
述
し
た
い
。
他
の
人
間
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
自

ら
の
立
場
を
有
利
に
導
く
こ
と
を
優
先
し
た
点
で
一
致
し
、
そ
の
結
果
、
城
介

の
更
生
や
病
の
治
療
は
置
き
去
り
に
さ
れ
た
。
彼
ら
と
の
接
触
が
な
け
れ
ば
、

城
介
が
自
殺
と
い
う
最
期
を
迎
え
る
こ
と
は
、
あ
る
い
は
無
か
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
巡
り
合
わ
せ
の
不
幸
と
も
言
え
る
城
介
の
人
生
の
軌
跡
と
、
物
語

冒
頭
で
の
女
性
の
事
件
、そ
し
て
物
語
末
尾
で
栄
介
が
「
不
安
定
に
揺
れ
」「
舞

い
落
ち
る
」
凧
、
い
わ
ば
〈
狂
い
凧
〉
を
見
上
げ
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
考

え
る
と
、
こ
の
小
説
は
〈
戦
争
批
判
〉
の
み
な
ら
ず
、
偶
然
の
出
来
事
に
左
右

さ
れ
る
〈
人
生
の
不
安
定
感
〉
を
表
し
た
側
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。例
え
ば
栄
介
が
背
中
を
負
傷
し
た
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
、

そ
の
栄
介
が
「
ど
う
し
て
人
間
の
背
中
な
ん
て
、
あ
ん
な
に
無
防
備
に
つ
く
っ

て
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
」「
い
つ
敵
が
飛
び
か
か
っ
て
来
る
か
判
ら
な
い
」と
語
っ

て
い
る
の
を
見
て
も
、
背
後
か
ら
不
幸
に
襲
わ
れ
る
か
も
し
れ
ぬ
人
生
の
不
確

か
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
め
ら
れ
る
。

こ
こ
で
モ
デ
ル
と
な
っ
た
忠
生
の
死
に
関
す
る
作
者
の
発
言
に
改
め
て
目
を

向
け
る
と
、
梅
崎
は
先
の
引
用
の
後
に
、「
修
猷
館
（
注
、
春
生
、
忠
生
が
通

学
し
た
中
学
校
名
）
の
校
則
が
忠
生
を
自
殺
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
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げ
て
い
た
」
の
に
対
し
、
実
際
の
伯
父
は
「
顔
の
長
い
人
物
」
で
あ
っ
た

（
９
）
。
ま

た
「
狂
い
凧
」
の
栄
介
は
、
父
福
次
郎
の
通
夜
の
席
で
幸
太
郎
と
口
論
し
た
こ

と
で
、
大
学
卒
業
を
前
に
し
て
、
以
後
幸
太
郎
か
ら
学
資
の
援
助
を
打
ち
切
ら

れ
て
い
る
。
一
方
、
梅
崎
春
生
の
場
合
は
、
自
分
の
怠
け
か
ら
大
学
を
三
年
で

卒
業
で
き
な
か
っ
た
故
に
、自
ら
「
返
上
し
て
、ア
ル
バ
イ
ト
生
活
に
入
っ
た
」。

し
か
し
「
卒
業
論
文
も
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
し
、
と
う
と
う
六
箇
月
目
に
伯
父
に

泣
き
つ
い
て
、学
資
を
復
活
し
て
貰
っ
た
）
10
（

」
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
狂
い
凧
」

の
幸
太
郎
は
物
語
の
現
在
に
お
い
て
も
存
命
中
に
な
っ
て
い
る
が
、
モ
デ
ル
の

伯
父
は
終
戦
後
台
湾
か
ら
引
き
上
げ
病
の
床
に
就
き
、
昭
和
二
十
二
年
頃
、
亡

く
な
っ
て
い
る）

11
（

。
も
う
一
点
、
梅
崎
春
生
の
妻
恵
津
の
証
言
を
挙
げ
れ
ば
、
モ

デ
ル
の
伯
父
は
「
あ
た
た
か
い
感
じ
の
顔
の
立
派
な
方
と
い
う
印
象
を
う
け
」

る
人
物
で
あ
り
、「
梅
崎
は
こ
の
伯
父
に
生
涯
恩
誼
を
抱
き
つ
づ
け
、
感
謝
し

て
い
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る）

12
（

。「
狂
い
凧
」
に
描
か
れ
た
幸
太
郎
の
人
柄
、
幸

太
郎
に
対
す
る
栄
介
の
感
情
は
、
明
ら
か
に
作
者
の
創
作
と
言
え
る
。
幸
太
郎

は
「
狂
い
凧
」
の
中
で
も
、
特
に
梅
崎
春
生
に
よ
る
創
作
を
多
く
含
ん
だ
登
場

人
物
と
見
做
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、か
く
の
ご
と
き
幸
太
郎
像
の
中
で
も
、

幸
太
郎
を
あ
え
て
〈
父
方
の
伯
父
〉
に
設
定
し
た
創
作
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ

と
言
う
の
も
、
幸
太
郎
は
矢
木
栄
介
の
父
福
次
郎
の
兄
と
な
る
こ
と
で
、〈
矢

木
本
家
の
家
長
〉
と
し
て
君
臨
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
梅

崎
春
生
の
重
要
な
創
意
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
幸
太
郎
に
よ
る
栄
介
へ
の
学
資
援
助
に
は
、
幸
太

「
戦
争
小
説
」
と
評
さ
れ
た
「
狂
い
凧
」
は
、
城
介
が
戦
地
で
自
殺
す
る
に

至
る
顚
末
を
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
時
下
で
あ
る
故
の
〈
生
の
不
安
定
感
〉

を
タ
イ
ト
ル
に
象
徴
さ
せ
た
小
説
、
ひ
と
ま
ず
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

二
ー
（
２
）

次
に
「
家
族
小
説
」
と
し
て
の
側
面
を
具
体
的
に
読
み
解
く
た
め
に
も
、
伯

父
幸
太
郎
の
人
物
像
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

「
狂
い
凧
」
に
お
い
て
、
幸
太
郎
は
矢
木
家
の
次
男
栄
介
の
伯
父
で
あ
り
、

栄
介
の
大
学
ま
で
の
学
資
を
援
助
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
方
、

梅
崎
春
生
も
梅
崎
家
の
次
男
で
あ
り
、
大
学
ま
で
の
学
資
を
援
助
し
て
く
れ
た

伯
父
が
確
か
に
存
在
し
た
。
従
っ
て
春
生
の
学
資
を
援
助
し
て
く
れ
た
こ
の
伯

父
が
幸
太
郎
の
モ
デ
ル
に
該
当
す
る
人
物
と
言
え
る
。
し
か
し
幸
太
郎
像
の
形

成
に
お
い
て
は
、〈
学
資
を
援
助
し
て
く
れ
た
伯
父
〉
と
い
う
部
分
を
モ
デ
ル

か
ら
借
り
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
多
く
は
作
者
の
創
作
に
拠
る
。

例
え
ば
、
幸
太
郎
は
栄
介
の
父
福
次
郎
の
兄
、
つ
ま
り
父
方
の
伯
父
で
あ
り
、

正
確
な
場
所
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
福
岡
市
と
お
ぼ
し
き
福
次
郎
宅
の
近
隣

で
海
産
品
問
屋
を
営
ん
で
い
る
。
対
し
て
モ
デ
ル
の
伯
父
は
氏
名
が
古
賀
朝
一

郎
（
７
）
、
つ
ま
り
母
方
の
伯
父
で
あ
り
、「
台
湾
花
連
港
」
で
「
幾
つ
か
の
会
社
の

社
長
を
兼
ね
」
て
い
る
人
物
で
あ
っ
た
（
８
）

。
風
貌
に
つ
い
て
も
、
幸
太
郎
は
「
ふ

と
っ
て
」「
つ
き
立
て
の
粟
餅
に
似
た
ふ
く
ら
み
を
、
首
の
根
っ
こ
に
ぶ
ら
下
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と
し
て
色
濃
く
存
在
し
て
い
る
。
幸
太
郎
は
「
家
父
長
制
」
下
の
戦
前
社
会
に

あ
っ
て
、「
本
家
の
旦
那
」
と
し
て
登
場
し
、「
長
男
で
あ
る
が
故
に
父
祖
の
財

産
を
ひ
と
り
占
め
に
し
て
、
そ
し
て
旦
那
風
を
吹
か
す
」
人
物
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
幸
太
郎
は
戦
前
社
会
に
お
け
る
「
家
父
長
制
」
を
ま
さ
に

体
現
す
る
人
物
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
小
説
発
表
時
と
同
じ
昭
和
三
十
年
代
と
思
わ
れ
、
東
京
が
舞
台
と
な

る
物
語
の
現
在
に
目
を
向
け
る
と
、幸
太
郎
は
「
独
り
で
上
京
し
」、「
十
数
年
」

ぶ
り
に
栄
介
の
前
に
現
れ
る
。「
今
頃
に
な
っ
て
、
お
れ
（
栄
介
）
に
ば
か
り

つ
き
ま
と
」
い
、「
金
を
せ
び
り
に
来
る
」
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

栄
介
は
幸
太
郎
に
毎
月
五
千
円
提
供
す
る
こ
と
に
し
た
が
、
幸
太
郎
は
そ
の

五
千
円
以
外
に
も
堂
々
と
金
を
借
り
に
来
、
栄
介
は
「
結
局
借
り
ら
れ
て
し

ま
う
」。

幸
太
郎
は
物
語
の
現
在
ま
で
、跡
継
ぎ
の
で
き
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
ら
し
く
、

他
に
身
寄
り
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
老
人
が
、
甥
で
あ
る
栄
介
を

あ
て
に
し
て
訪
ね
て
き
た
こ
と
自
体
、
決
し
て
不
自
然
で
な
い
。
た
だ
し
幸
太

郎
の
場
合
、
栄
介
に
「
金
を
い
く
ら
い
く
ら
貸
せ
」
な
ど
と
口
を
利
き
、
相
変

ら
ず
横
暴
な
態
度
で
接
し
て
い
る
。
幸
太
郎
に
と
っ
て
栄
介
は
、
甥
と
言
う
よ

り
、
以
前
養
子
に
予
定
し
て
い
た
人
物
で
あ
り
、
あ
る
い
は
実
子
か
も
し
れ
な

い
。
そ
れ
故
幸
太
郎
は
、
そ
こ
か
ら
金
銭
を
受
け
取
っ
て
当
然
と
捉
え
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
戦
前
社
会
の
隠
居
し
た
家
長
が
、
実
子
ま
た
は
養
子
の
跡
継
ぎ

に
対
す
る
姿
勢
と
よ
く
似
て
い
る
。
幸
太
郎
は
、
戦
後
に
お
い
て
な
お
「
家
父

郎
の
跡
継
ぎ
問
題
が
絡
ん
で
い
た
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。
幸
太
郎
は
「
子

種
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
」
故
に
、「
栄
介
城
介
の
双
子
の
中
、
勉
強
の
出
来
る

子
の
大
学
ま
で
の
学
資
を
出
し
て
や
ろ
う
。
そ
の
か
わ
り
に
自
分
に
子
供
が
生

れ
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
子
を
養
子
と
し
て
幸
太
郎
の
あ
と
を
嗣
が
せ
た
い
」
と

考
え
た
。
城
介
は
中
学
を
退
学
し
、
結
局
栄
介
が
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
城
介
に
関
わ
る
回
想
の
中
で
、
栄
介
、
城
介
の
兄
弟
は
、

実
は
福
次
郎
の
子
で
な
く
、
本
当
は
幸
太
郎
の
子
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
仄
め

か
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
跡
継
ぎ
を
考
え
た
上
で
の
学
資
援
助
で

あ
り
、
こ
の
設
定
も
作
者
に
よ
る
創
作
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
直
接
幸
太
郎
に
関
わ
る
設
定
で
な
い
も
の
の
、
長
兄
竜
介
が
中
学
卒

業
か
ら
間
も
な
く
、「
思
想
的
に
赤
化
し
た
」
上
に
「
肺
病
院
」
で
没
し
た
場

面
に
も
留
意
し
た
い
。
父
福
次
郎
は
栄
介
に
向
っ
て
「
さ
あ
。
こ
れ
か
ら
お
前

が
長﹅

﹅男
だ
ぞ
」「
し
っ
か
り
や
ら
な
き
ゃ
あ
」
と
言
い
、「
し
か
し
栄
介
に
は
、

自
分
が
長﹅

﹅男
に
な
っ
た
、
と
い
う
実
感
は
全
然
湧
い
て
来
な
か
っ
た
」
と
も
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
梅
崎
家
の
次
男
春
生
が
兄
の
死
に
よ
っ
て
長
男
に

な
っ
た
事
実
は
な
く）

13
（

、
こ
の
長
兄
竜
介
の
早
世
は
明
ら
か
な
創
作
と
言
え
る
。

つ
ま
り
「
狂
い
凧
」
の
中
で
も
戦
前

―
梅
崎
家
の
事
実
と
照
ら
し
合
わ
せ

て
、
大
正
末
か
ら
昭
和
十
九
年
ご
ろ
ま
で
と
推
定
さ
れ
る
時
代

―
を
舞
台）

14
（

と

す
る
回
想
シ
ー
ン
に
お
い
て
は
、
大
日
本
帝
国
憲
法
（
明
治
二
十
二
年
二
月
公

布
）、
明
治
民
法
（
後
二
編
〈
親
族
・
相
続
〉
三
十
一
年
六
月
公
布
）
下
に
お

け
る
「
家
」
と
「
長
男
相
続
」
の
問
題
、
い
わ
ば
「
家
父
長
制
」
が
社
会
背
景
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の
態
度
の
一
典
型
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
本
家
の
家
長
と
し
て
横

暴
に
振
舞
い
、
今
な
お
そ
の
名
残
を
と
ど
め
る
幸
太
郎
に
対
し
て
、
新
民
法
下

の
物
語
の
現
在
、
栄
介
が
憎
み
、
反
発
す
る
の
は
あ
る
意
味
当
然
で
あ
っ
て
、

家
父
長
制
の
時
代
に
対
す
る
戦
後
日
本
人
の
反
動
的
な
心
情
を
栄
介
の
姿
が
代

表
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
幸
太
郎
に
対
す
る
栄
介
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
栄
介
の
妹

の
夫
・
川
津
が
「
義
兄
さ
ん
は
心
の
つ
め
た
い
人
な
ん
だ
」
と
批
判
し
、「
私
」

も
「
冷
酷
な
も
ん
だ
ね
」
と
難
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
川
津
と
「
私
」
の
台
詞
を

通
し
て
、
新
民
法
下
で
の
老
人
を
巡
る
社
会
状
況
に
反
発
を
感
ず
る
守
旧
派
的

な
人
々
の
意
見
も
梅
崎
は
提
示
し
て
い
る
。幸
太
郎
に
対
す
る
栄
介
の
態
度
が
、

栄
介
の
側
に
立
っ
た
一
面
的
な
表
現
に
と
ど
ま
り
、
作
者
の
主
観
と
し
て
受
け

取
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
あ
え
て
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
栄
介
批
判
を

行
わ
せ
、
表
現
を
客
観
化
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
ご
と
く
、「
狂
い
凧
」
に
は
、
幸
太
郎
と
い
う
矢
木
本
家
の
家
長
た

る
人
物
を
登
場
さ
せ
、
栄
介
、
城
介
と
の
関
わ
り
を
描
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
戦
前
か
ら
現
在
に
至
る
「
家
制
度
」「
家
父
長
制
」
の
問
題
が
表
さ
れ
て

い
た
。「
狂
い
凧
」に
お
け
る
「
家
族
小
説
」と
し
て
の
側
面
は
、す
な
わ
ち
「
家

制
度
」「
家
父
長
制
」
の
表
現
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

そ
れ
で
は
城
介
と
幸
太
郎
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ

長
制
」
を
引
き
摺
る
人
物
と
し
て
も
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

逆
に
栄
介
の
場
合
、
幸
太
郎
は
伯
父
で
あ
る
上
に
、
養
父
に
な
る
可
能
性
の

あ
っ
た
、
か
つ
て
の
学
資
援
助
者
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
伯
父
で
な
く
、
実

の
父
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
自
分
の
立
場
上
、
金
銭
援
助
は
断
り
難
い

と
も
、も
ち
ろ
ん
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。だ
が
栄
介
は
幸
太
郎
を「
相
手
に
し
」

た
く
な
く
、「
す
で
に
死
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
間
」
と
さ
え
思
っ
て
い

る
。そ
れ
で
も
幸
太
郎
が
つ
き
ま
と
っ
て
く
る
こ
と
で
、「
養
老
院
に
入
れ
た
い
」

と
ま
で
考
え
て
い
る
。

こ
の
栄
介
の
態
度
に
は
、
戦
後
日
本
の
社
会
状
況
、
す
な
わ
ち
新
憲
法
（
昭

和
二
十
一
年
十
一
月
公
布
）、新
民
法（
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
、〈
親
族
・
相
続
〉

全
面
改
正
）
に
よ
る
「
家
制
度
」
廃
止
の
影
響
が
認
め
ら
れ
よ
う）

15
（

。
戦
後
の
新

憲
法
、
新
民
法
に
よ
っ
て
「
家
制
度
」
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
は
、
老
親
を
扶
養

す
る
義
務
が
無
く
な
っ
た
と
多
く
の
人
々
か
ら
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
老
親

の
面
倒
を
家
族
内
で
見
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
か
ら
、
親
戚
の
間
を
盥
回

し
に
さ
れ
る
老
人
が
多
く
現
れ
た
。
ま
た
老
人
の
面
倒
は
家
庭
で
な
く
、
社
会

で
見
る
べ
き
だ
と
の
意
見
が
強
く
な
る
中
で
、よ
り
多
く
の
養
老
院（
老
人
ホ
ー

ム
）
設
置
が
求
め
ら
れ
た
。
実
際
、「
狂
い
凧
」
の
連
載
が
完
結
し
た
直
後
の

昭
和
三
十
八
年
七
月
、
老
人
ホ
ー
ム
設
置
等
に
関
わ
る
条
項
を
含
ん
だ
「
老
人

福
祉
法
」
が
制
定
さ
れ
て
い
る
）
16
（

。

つ
ま
り
幸
太
郎
を
避
け
、
い
や
い
や
金
を
渡
し
、「
養
老
院
に
入
れ
た
い
」

と
考
え
る
栄
介
の
姿
は
、「
家
制
度
」
廃
止
後
の
老
人
扶
養
に
対
す
る
日
本
人
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死
者
」
さ
え
も
商
売
上
の
利
益
と
結
び
付
け
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
城
介

が
東
京
の
葬
儀
屋
へ
奉
公
に
出
た
の
は
、
本
人
の
承
諾
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、

本
人
の
気
持
ち
が
優
先
さ
れ
た
か
ら
で
は
決
し
て
な
い
。
戦
争
を
い
わ
ば
「
儲

け
」
の
手
段
と
捉
え
る
、
こ
の
幸
太
郎
の
戦
争
認
識
が
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た

こ
と
を
押
え
て
お
き
た
い
。

次
な
る
幸
太
郎
と
城
介
の
関
わ
り
は
、
城
介
の
出
征
に
際
し
て
で
あ
る
。
城

介
の
出
征
前
夜
、
幸
太
郎
は
、「
祝
出
征
の
宴
を
幸
太
郎
宅
で
や
り
た
い
か
ら
、

今
夜
来
て
呉
れ
」と
の
連
絡
を
福
次
郎
宅
に
届
け
る
。
し
か
し「
壮
行
会
は
」「
う

ち
で
か
ん
た
ん
に
や
り
ま
す
」と
城
介
ら
は
断
っ
て
い
る
。幸
太
郎
は「
壮
行
会
」

で
な
く
、
あ
え
て
「
祝﹅

﹅

﹅
出
征
の
宴
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、
し
か
も
そ
の
宴
を

本
家
の
自
宅
で
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
幸
太
郎
は
こ
こ
で
も
城
介
本

人
の
気
持
ち
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
、
城
介
の
出
征
を
矢
木
家
に
と
っ
て
、
む

し
ろ
祝
う
べ
き
こ
と
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
城
介
の
死
に
際
し
て
の
幸
太
郎
の
行
動
に
つ
い
て
も
見
て
み
た
い
。

城
介
が
「
戦
病
死
」
し
た
と
言
う
、
実
際
と
は
異
な
る
が
、
と
も
か
く
城
介

が
戦
地
で
死
去
し
た
「
公
報
」
が
矢
木
家
に
届
く
。
す
る
と
幸
太
郎
は
遺
骨
が

届
く
よ
り
も
早
く
、
自
ら
の
筆
で
「
故
陸
軍
衛
生
曹
長
矢
木
城
介
之
霊
」
と
記

し
た
木
柱
を
作
成
し
持
っ
て
く
る
。
母
親
は
遺
骨
が
戻
る
前
で
あ
っ
た
か
ら
、

そ
の
掲
示
を
断
っ
た
が
、
実
際
に
遺
骨
が
届
く
と
、
幸
太
郎
は
直
ち
に
「
店
の

若
い
者
た
ち
」
に
指
示
し
て
木
柱
を
立
て
さ
せ
た
。
加
え
て
「
門
柱
か
ら
門
柱

へ
横
木
を
渡
し
『
英
霊
の
家
』
と
書
い
た
板
を
、
そ
れ
に
打
ち
つ
け
」
さ
せ
た
。

う
か
。

ま
ず
中
学
を
退
学
し
た
城
介
の
奉
公
先
と
し
て
、
東
京
の
葬
儀
屋
を
強
く
勧

め
た
の
が
幸
太
郎
で
あ
る
。
事
実
を
確
か
め
る
と
、
梅
崎
の
弟
忠
生
も
中
学
退

学
後
、
東
京
へ
奉
公
に
出
て
い
る
。
し
か
し
奉
公
先
は
遠
縁
の
Ｏ
少
将
に
よ
っ

て
紹
介
さ
れ
た
金
物
商
で
あ
っ
た
）
17
（

。
つ
ま
り
梅
崎
は
忠
生
を
モ
デ
ル
に
城
介
の

東
京
行
き
を
描
き
つ
つ
も
、
奉
公
先
を
あ
え
て
「
葬
儀
屋
」
に
設
定
し
、
し
か

も
そ
れ
を
幸
太
郎
が
勧
め
る
と
い
う
創
作
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

梅
崎
春
生
は
、
城
介
の
奉
公
先
と
し
て
「
葬
儀
屋
」
を
勧
め
る
理
由
に
つ
い

て
、
幸
太
郎
に
次
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
。

「
東
京
に
奉
公
に
出
る
ん
な
ら
、葬
儀
屋
が
え
え
。
戦
争
は
こ
れ
か
ら
も
っ

と
拡
が
る
か
ら
儲
け
に
は
こ
の
商
売
が
一
番
だ
」

そ
の
よ
う
に
語
る
幸
太
郎
の
心
境
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
栄
介
の
視
点
か
ら
次

の
如
く
記
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
幸
太
郎
は
子
供
の
頃
、
日
清
戦
争
で
戦
死
者
の
葬
列
が
、
毎

日
の
よ
う
に
道
を
通
っ
て
い
て
、
そ
の
印
象
が
強
く
残
っ
て
い
た
の
だ
ろ

う
、
と
も
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
城
介
の
身
の
ふ
り
方
に
、
結
び
つ
い
た
。

幸
太
郎
が
営
む
「
海
産
品
問
屋
」
に
目
を
向
け
る
と
、「
海
産
品
は
軍
の
需

要
物
」
で
あ
る
上
に
、「
戦
争
の
た
め
に
」
幸
太
郎
の
店
に
も
「
受
注
や
発
送

が
多
く
な
っ
」
て
、
幸
太
郎
に
は
「
御
用
商
人
的
落
着
き
が
、
身
の
こ
な
し
に

具
わ
っ
て
来
て
い
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
幸
太
郎
は
ま
さ
に
戦
争
に
よ
っ
て

利
益
を
得
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
為
で
あ
ろ
う
か
、
右
に
見
る
よ
う
に
、「
戦
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大
学
の
教
え
子
に
運
転
を
頼
み
、「
私
」
を
同
行
さ
せ
、
幸
太
郎
を
多
磨
墓
地

に
連
れ
て
行
く
。
多
磨
墓
地
に
は
、
九
州
か
ら
骨
を
移
し
た
福
次
郎
と
母
、
城

介
ら
の
墓
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
い
ざ
多
磨
墓
地
に
到
着
し
て
か
ら
、
幸
太
郎

が
希
望
し
て
い
た
行
き
先
を
栄
介
は
「
か
ん
違
い
」し
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
。

幸
太
郎
は
「
多
磨
の
御
陵
」、
つ
ま
り
「
大
正
天
皇
陛
下
の
お
ん
墓
」
に
詣
り

た
か
っ
た
の
だ
。
幸
太
郎
は
多
磨
墓
地
に
あ
る
「
弟
夫
婦
や
甥
た
ち
の
骨
の
収

ま
っ
た
墓
所
を
見
よ
う
」
と
は
し
な
い
。
車
は
多
磨
御
陵
へ
改
め
て
向
か
う
。

御
陵
に
至
る
と
、
幸
太
郎
は
参
拝
に
向
か
い
、「
私
」
と
栄
介
は
入
口
に
留
ま
っ

て
待
つ
。
そ
し
て
先
に
も
言
及
し
た
〈
狂
い
凧
〉
を
見
上
げ
る
栄
介
を
記
し
て

物
語
は
結
ば
れ
る
。

こ
の
最
終
場
面
に
お
い
て
、
幸
太
郎
は
「
私
」
の
視
点
か
ら
「
小
柄
で
し
な

び
て
い
て
、
眼
が
不
安
そ
う
に
び
く
び
く
動
い
て
い
た
。
コ
ブ
も
巨
大
な
も
の

と
思
っ
て
い
た
の
に
、首
の
つ
け
ね
に
ち
ん
ま
り
と
く
っ
つ
い
て
い
る
だ
け
だ
」

と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
横
暴
な
〈
本
家
の
家
長
〉
と
し
て
表
さ
れ
る
幸
太
郎
像

が
、
実
は
栄
介
の
視
点
で
の
み
、
つ
ま
り
栄
介
の
主
観
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
を

示
し
、
よ
り
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
梅
崎
春
生
の
表
現
意
識
が
改
め
て
確
か

め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
重
視
す
べ
き
な
の
は
、
や
は
り
幸
太
郎
が
城
介
ら
肉
親
の

墓
に
は
見
向
き
も
せ
ず
、「
御
陵
」
を
参
拝
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
幸

太
郎
は
未
だ
に
天
皇
を
崇
め
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
争

を
「
儲
け
」
の
手
段
と
捉
え
、
家
長
と
し
て
の
権
力
を
行
使
し
な
が
ら
、「
本

幸
太
郎
は
城
介
の
「
葬
式
」
を
出
し
た
が
る
素
振
り
さ
え
見
せ
、
そ
れ
に
つ
い

て
は
栄
介
と
母
親
に
拒
否
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
幸
太
郎
は
、城
介
の
戦
地
に
お
け
る
死
を
あ
く
ま
で
〈
名
誉
の
戦
死
〉

と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。「
英
霊
の
家
」
な
ど
と
い
う
看
板
は
栄
介
や
母
親

に
と
っ
て
「
い
か
に
も
そ
ら
ぞ
ら
し
」
い
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
が
、
そ
の

よ
う
な
身
内
の
心
情
を
や
は
り
汲
み
取
る
こ
と
な
く
、
幸
太
郎
は
城
介
の
戦
地

で
の
死
を
む
し
ろ
矢
木
家
の
名
誉
と
捉
え
、
威
信
を
示
す
機
会
と
し
て
利
用
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
幸
太
郎
が
城
介
の
「
葬
儀
」
を
出
し
た
が
っ
た
の
も
、
そ

れ
を
盛
大
に
執
り
行
う
こ
と
で
、「
本
家
の
威
武
」
と
自
ら
の
権
力
を
誇
示
し

た
い
と
思
っ
た
か
ら
に
違
い
あ
る
ま
い
。城
介
の
奉
公
先
と
し
て
幸
太
郎
が「
葬

儀
屋
」
を
勧
め
た
理
由
の
奥
底
に
は
、
幸
太
郎
の
葬
儀
に
対
す
る
こ
う
い
っ
た

考
え
方
も
存
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
幸
太
郎
は
戦
争
を
「
儲
け
」
の
手
段
と
捉
え
、
ま
た
出
征
、
戦

死
に
つ
い
て
も
「
家
」
と
自
身
の
権
力
を
示
す
機
会
と
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て

城
介
は
中
学
退
学
以
来
、
死
後
に
至
る
ま
で
、
そ
の
よ
う
な
幸
太
郎
の
戦
争
認

識
に
振
り
回
さ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

四
ー
（
１
）

考
察
の
ま
と
め
に
入
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
今
度
は
「
狂
い
凧
」
の
最
終
場

面
を
検
討
し
て
み
た
い
。

「
多
磨
の
お
ん
墓
に
詣
り
た
い
」
と
幸
太
郎
が
希
望
し
た
こ
と
で
、
栄
介
は
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や
が
て
父
祖
に
孝
な
る
所
以
で
あ
る
。

「
我
が
国
は
一
大
家
族
国
家
」、す
な
わ
ち
「
家
」の
集
合
体
と
し
て
成
り
立
っ

て
い
る
と
の
発
想
で
あ
り
、
天
皇
と
国
民
の
関
係
を
「
家
」
に
お
け
る
親
子
関

係
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
父
祖
に
対
す
る
孝
行
は
、
そ
の
先
に
あ

る
天
皇
に
対
す
る
忠
誠
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
と
の
考
え
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
大
日
本
帝
国
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
家
長
」
に
率
い
ら
れ
た
「
家
」
の
集

合
体
と
し
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
家
族
国
家
全
体
の
家
長
と
し
て
天
皇
が

存
在
す
る
。「
家
長
」
が
持
つ
強
力
な
権
限
の
背
後
に
は
、
天
皇
が
存
在
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
明
治
民
法
下
の
国
民
生
活
に
お
い
て
「
家
」
が
重
視
さ
れ
、

家
長
の
権
限
が
強
調
さ
れ
て
い
た
の
は
、
天
皇
制
に
よ
る
国
民
支
配
を
強
化
せ

ん
と
す
る
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
家
父
長
制
」
を
ま
さ
に
体
現
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
幸
太
郎
。

実
は
彼
の
背
後
に
は
天
皇
が
存
在
し
て
い
た
。
幸
太
郎
が
矢
木
家
の
内
で
強
力

な
権
力
を
持
ち
得
た
の
は
、「
家
制
度
」
の
下
で
、
家
長
の
存
在
が
天
皇
に
擬

さ
れ
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
幸
太
郎
は
、「
家
父

長
制
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
あ
る
天
皇
の
存
在
を
も
体
現
し
、
い
わ
ば

天
皇
制
の
権
化
と
し
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
う
ど
ん
食
逃
げ
事
件
以
来
、
城
介
を
死
へ
と
導
い

た
遠
因
と
も
言
う
べ
き
人
物
た
ち
、
つ
ま
り
級
友
三
人
の
父
親
、
中
学
校
長
、

中
田
少
佐
ら
が
何
を
表
し
て
い
る
の
か
、
い
ま
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
見
え
て

こ
よ
う
。

家
」
の
威
信
を
誇
示
し
て
き
た
幸
太
郎
と
い
う
人
物
の
背
後
に
何
が
存
在
す
る

の
か
、
こ
の
最
終
場
面
に
明
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

戦
前
の
日
本
社
会
に
お
い
て
「
家
長
」
は
、
幸
太
郎
に
限
ら
ず
、
絶
対
の
権

限
を
持
っ
て
い
た
。
家
族
は
家
長
の
権
限
の
下
で
一
体
と
な
り
、「
家
」
を
永

遠
に
存
続
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
良
し
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何

故
か
。

昭
和
十
二
年
五
月
、文
部
省
の
編
纂
に
よ
り『
国
体
の
本
義
』が
発
行
さ
れ
た
。

「
狂
い
凧
」
の
回
想
シ
ー
ン
に
も
該
当
す
る
当
時
、「
国
体
を
明
徴
に
し
、
国
民

精
神
を
涵
養
振
作）

18
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」
す
る
こ
と
を
目
的
に
頒
布
さ
れ
た
冊
子
で
あ
る
。
同
書
を

見
る
と
、
国
民
生
活
に
お
け
る
「
家
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
明
が
為
さ
れ

て
い
る
。我

が
国
民
の
生
活
の
基
本
は
（
中
略
）
家
で
あ
る
。
家
の
生
活
（
中
略
）

の
根
幹
と
な
る
も
の
は
、
親
子
の
立
体
的
関
係
で
あ
る
。
こ
の
親
子
の
関

係
を
本
と
し
て
近
親
相
倚
り
相
扶
け
て
一
団
と
な
り
、
我
が
国
体
に
則
と

つ
て
家
長
の
下
に
渾
然
融
合
し
た
も
の
が
、
即
ち
我
が
国
の
家
で
あ
る
。

（
中
略
）
我
が
国
は
一
大
家
族
国
家
で
あ
つ
て
、
皇
室
は
臣
民
の
宗
家
に

ま
し
ま
し
、
国
家
生
活
の
中
心
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
。
臣
民
は
祖
先
に
対
す

る
敬
慕
の
情
を
以
て
、
宗
家
た
る
皇
室
を
崇
敬
し
奉
り
、
天
皇
は
臣
民
を

赤
子
と
し
て
愛
し
み
給
ふ
の
で
あ
る
。（
中
略
）
我
等
の
祖
先
は
歴
代
天

皇
の
天
業
恢
弘
を
翼
賛
し
奉
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
我
等
が
天
皇
に
忠
節

の
誠
を
致
す
こ
と
は
、
即
ち
祖
先
の
遺
風
を
顕
す
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
、
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が
「
私
は
人
間
で
あ
る
と
宣
言
し
た
の
は
、
つ
い
こ
の
間
だ
っ
た
よ
う
な
気
が

す
る
の
に
」「
半
分
神
様
に
な
り
か
か
っ
て
い
る
」
こ
と
を
不
安
視
し
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

（
前
略
）
率
直
に
言
う
と
、
私
は
天
皇
に
対
す
る
信
愛
の
念
を
失
っ
て
す

で
に
久
し
い
。（
略
）
天
皇
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
私
な
ど
は
路
傍
の

小
石
に
過
ぎ
ま
い
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
天
皇
一
家
か
ら
ず
い
ぶ
ん
損
害

を
受
け
て
い
る
。
戦
争
に
引
っ
ぱ
り
出
さ
れ
、
青
春
を
犠
牲
に
し
、
物
心

両
面
の
損
害
を
う
け
て
い
る
。私
な
ど
は
し
か
し
軽
い
方
か
も
知
れ
な
い
。

生
命
を
失
っ
た
り
、
言
語
道
断
の
損
害
を
受
け
た
人
が
沢
山
あ
る
。

梅
崎
春
生
は
自
ら
を
天
皇
か
ら
「
損
害
を
受
け
」
た
「
犠
牲
」
者
と
捉
え
、

天
皇
制
が
戦
前
と
異
な
る
と
は
言
え
、
今
な
お
無
く
な
ら
な
い
こ
と
に
批
判
的

な
見
解
を
抱
い
て
い
た
）
19
（

。「
家
父
長
制
」
と
そ
の
背
後
に
あ
る
「
天
皇
制
」
を

体
現
す
る
幸
太
郎
は
、
こ
の
よ
う
な
梅
崎
春
生
の
天
皇
制
批
判
を
痛
烈
に
反
映

し
た
人
物
像
と
言
え
る
。
し
か
も
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
物
語
の
現

在
に
お
い
て
、
し
つ
こ
く
つ
き
ま
と
う
幸
太
郎
を
栄
介
が
避
け
、
養
老
院
に
入

れ
た
い
と
考
え
る
そ
の
設
定
は
、
天
皇
制
が
戦
後
も
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
批

判
的
に
暗
喩
し
、
廃
止
を
訴
え
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

右
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
梅
崎
春
生
の
念
頭
に
想
起
し
て
い
た

の
は
、
一
つ
に
は
自
ら
の
戦
争
体
験
）
20
（

で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
弟
忠
生
の
戦
地
で

の
自
殺
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
春
生
も
、
忠
生
も
、
天
皇
に
よ
っ
て
「
戦
争

に
引
っ
ぱ
り
出
さ
れ
、
青
春
を
犠
牲
に
し
」
た
。
そ
し
て
忠
生
こ
そ
、
そ
の
た

級
友
三
人
の
父
親
は
、「
裁
判
官
」「
電
鉄
重
役
」「
医
師
」
と
い
う
社
会
的

地
位
の
高
さ
を
利
用
し
て
、
物
事
を
自
分
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
運
ば
せ
る
権

力
を
笠
に
着
た
人
間
た
ち
で
あ
る
。
中
学
校
長
と
中
田
少
佐
は
、
校
長
、
少
佐

と
い
う
自
分
の
地
位
を
守
る
た
め
、
上
層
部
の
顔
色
を
窺
う
一
方
で
、
生
徒
、

部
下
に
対
し
て
は
思
い
や
り
を
全
く
欠
い
て
お
り
、
権
力
に
媚
び
へ
つ
ら
い
な

が
ら
、
自
分
の
権
力
は
行
使
す
る
人
間
た
ち
で
あ
る
。
以
上
の
彼
等
五
人
は
、

い
ず
れ
も
天
皇
を
頂
点
と
す
る
戦
前
日
本
の
縦
社
会
を
肯
定
し
、
権
力
を
志
向

す
る
人
物
と
言
え
る
。
幸
太
郎
も
含
め
て
、
う
ど
ん
食
逃
げ
事
件
以
来
、
城
介

の
前
に
現
れ
た
人
間
た
ち
、
そ
の
全
て
に
天
皇
制
下
の
社
会
秩
序
が
色
濃
く
反

映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
城
介
を
自
殺
に
導
い
た
も
の
は
、
天
皇
制
下
の
日
本
社
会

で
あ
り
、
よ
り
直
接
の
原
因
と
し
て
天
皇
の
名
の
下
に
遂
行
さ
れ
た
戦
争
が
存

在
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
〈
天
皇
制
〉
お
よ
び
〈
天
皇
制
下
で
の
戦
争
〉

こ
そ
が
、
城
介
の
モ
デ
ル
で
あ
り
、
梅
崎
春
生
の
弟
で
あ
る
忠
生
を
自
殺
に
追

い
や
っ
た
原
因
と
し
て
、
作
者
の
批
判
の
対
象
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

四
ー
（
２
）

梅
崎
春
生
は
昭
和
二
十
八
年
八
月
号
『
新
潮
』
に
発
表
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
天

皇
制
に
つ
い
て
」
で
、「
現
代
に
あ
っ
て
天
皇
制
は
過
ち
で
あ
」
り
、「
早
く
天

皇
制
の
ス
イ
ッ
チ
を
ひ
ね
っ
て
止
め
て
し
ま
っ
た
方
が
い
い
」
と
記
し
、
天
皇
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る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
幸
太
郎
に
「
分
け
あ
た
え
ら
れ
て
」
い
る
と
い
う
「
矢

木
一
族
の
マ
イ
ナ
ス
性
」
に
つ
い
て
も
、
引
用
部
以
外
を
含
め
て
、
具
体
的
な
説
明

は
為
さ
れ
て
い
な
い
。

（
３
）　
戸
塚
麻
子
は
、「
狂
い
凧
」
に
お
け
る
〈
家
族
〉
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
、
父
福
次

郎
、双
子
の
弟
城
介
、伯
父
幸
太
郎
の
三
人
が「
栄
介
に
と
っ
て
特
徴
的
な
意
味
を
持
っ

て
描
か
れ
て
い
る
」
こ
と
に
注
目
し
考
察
を
進
め
て
い
る
。
栄
介
に
と
っ
て
、
福
次

郎
は
「
肉
体
的
で
リ
ア
ル
な
死
」
を
、
城
介
は
「
抽
象
的
で
観
念
的
な
死
」
を
体
現

す
る
存
在
で
あ
り
、
ま
た
城
介
は
飲
酒
を
教
え
る
な
ど
、「
栄
介
の
『
お
と
な
』
へ
の

変
化
を
促
す
役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
」
と
分
析
す
る
。
一
方
、「
幸
太
郎
は
、
二
人

の
特
徴
的
な
死
者
に
濃
厚
に
つ
ら
な
る
生
者
」
で
あ
り
、「
し
か
し
近
い
将
来
確
実
に

死
ぬ
で
あ
ろ
う
人
物
」
と
し
て
、「
観
念
と
現
実
の
ど
ち
ら
を
も
体
現
す
る
人
物
」
だ

と
論
じ
て
い
る
。

（
４
）　
以
下
の
梅
崎
春
生
お
よ
び
梅
崎
家
に
関
わ
る
事
実
確
認
は
、
和
田
勉
作
成
「
梅
崎

春
生
年
譜
」（
和
田
勉
『
梅
崎
春
生
の
文
学
』
昭
和
六
十
一
年
十
一
月
、
桜
楓
社
）
に

よ
る
。

（
５
）　
梅
崎
春
生
は
エ
ッ
セ
イ
「
男
兄
弟
」（
昭
和
三
十
六
年
十
一
月
『
新
潮
』）
に
も
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
六
人
兄
弟
の
中
、
上
三
人
が
戦
争
に
か
り
出
さ
れ
、
三
男

（
忠
生
と
い
う
名
）
が
戦
病
死
し
た
。
今
五
人
生
き
残
っ
て
、
東
京
に
い
る
。
歩
留
り

と
し
て
は
、良
好
の
方
だ
。
忠
生
の
戦
病
死
に
つ
い
て
、当
時
隊
長
か
ら
手
紙
が
あ
り
、

急
に
死
ん
だ
と
あ
っ
た
が
、
病
名
は
書
い
て
な
か
っ
た
。
終
戦
後
そ
の
戦
友
が
私
を

訪
ね
て
来
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
事
情
を
聞
い
た
。
／
そ
れ
に
よ
る
と
忠
生
の
部
隊
は

蒙
古
に
あ
り
、
太
平
洋
戦
争
で
香
港
作
戦
に
転
じ
、
ま
た
蒙
古
に
戻
っ
て
来
た
。
そ

し
て
内
地
帰
還
の
令
が
出
た
。
内
地
に
戻
っ
て
、
召
集
解
除
で
あ
る
。
よ
ろ
こ
び
に

あ
ふ
れ
た
出
発
前
夜
、忠
生
は
皆
の
前
で
白
い
錠
剤
を
た
く
さ
ん
の
み
、寝
に
つ
い
た
。

翌
朝
見
た
ら
、
死
ん
で
い
た
。
忠
生
は
衛
生
軍
曹
だ
か
ら
、
薬
は
自
由
に
な
る
。
白

い
錠
剤
は
、
睡
眠
薬
で
あ
っ
た
。
量
を
間
違
え
た
わ
け
で
な
く
、
覚
悟
の
自
殺
で
あ

め
に
「
生
命
を
失
」
う
と
い
う
、「
言
語
道
断
の
損
害
を
受
け
た
人
」
に
他
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

お
わ
り
に

か
く
て
「
狂
い
凧
」に
は
、「
家
父
長
制
」と
い
う
「
家
族
」の
問
題
が
扱
わ
れ
、

か
つ
「
家
父
長
制
」
の
背
後
に
潜
む
「
天
皇
制
」
お
よ
び
天
皇
制
下
の
「
戦
争
」

が
描
か
れ
て
い
た
。
弟
忠
生
の
命
を
奪
わ
れ
た
怒
り
に
よ
っ
て
筆
を
起
こ
し
、

自
ら
が
育
っ
た
梅
崎
家
を
土
台
と
し
つ
つ
も
、
多
く
の
創
作
を
加
え
な
が
ら
戦

前
日
本
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
批
判
的
に
追
及
し
た
長
編
と
し
て
、「
狂
い

凧
」
は
梅
崎
春
生
文
学
の
中
で
も
秀
れ
た
一
作
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

注（
１
）　『
群
像
』
連
載
の
初
出
時
お
よ
び
初
刊
本
（
昭
和
三
十
八
年
九
月
、
講
談
社
）
で
は

「
狂
ひ
凧
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
新
潮
社
版
『
梅
崎
春
生
全
集
』
第
六
巻
（
昭
和

四
十
二
年
五
月
、
新
潮
社
）
で
は
「
狂
い
凧
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
論
で
は
引
用
の

底
本
『
梅
崎
春
生
全
集
』
に
従
い
、「
狂
い
凧
」
と
記
す
。

（
２
）　「
狂
い
凧
」
を
「
家
族
小
説
、
戦
争
小
説
」
と
定
義
す
る
に
あ
た
っ
て
、
武
田
泰
淳

は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「『
私
』
の
観
察
し
た
栄
介
、
兄
の
な
が
め
た
弟
、

戦
友
の
報
告
す
る
戦
地
で
の
城
介
、
お
よ
び
矢
木
一
族
の
有
様
な
ど
が
、
な
い
ま
ぜ

に
な
っ
て
、
小
説
は
次
第
に
複
雑
な
構
成
と
な
り
、
社
会
的
な
ひ
ろ
が
り
を
増
す
。

／
こ
と
に
兄
弟
の
伯
父
に
あ
た
る
幸
太
郎
は
、
か
な
り
痛
烈
に
否
定
さ
れ
て
描
か
れ

て
い
る
が
、
や
は
り
矢
木
一
族
の
マ
イ
ナ
ス
性
を
分
け
あ
た
え
ら
れ
て
い
て
、
好
ま

し
い
」。
あ
く
ま
で
「
書
評
」
で
あ
る
所
為
も
あ
っ
て
、
こ
れ
以
上
詳
し
い
考
察
を
見
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（
後
略
）」。
さ
ら
に
矢
野
嶺
雄
は「
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
」（
昭
和
二
十
九
年
八
月『
養

老
事
業
だ
よ
り
』）
で
「
我
国
に
於
て
は
去
る
昭
和
廿
六
年
頃
か
ら
全
国
養
老
事
業
大

会
の
議
題
と
し
て
『
有
料
老
人
ホ
ー
ム
』
設
置
促
進
の
問
題
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き

た
」
と
記
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
終
戦
後
、
家
族
制
度
の
変
革
や
、
そ
れ
に
伴
う

各
種
法
令
の
改
訂
に
よ
り
」「
子
供
に
依
存
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
社
会
組
織
に
移

り
つ
ゝ
あ
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。

（
16
）　
厚
生
省
社
会
局
老
人
福
祉
法
課
監
修
『
改
訂
老
人
福
祉
法
の
解
説
』（
昭
和
六
十
二

年
十
一
月
、
中
央
法
規
出
版
）
参
照
。

（
17
）　
注
（
８
）
に
同
じ
。

（
18
）　
同
書
序
文
に
よ
る
。

（
19
）　
梅
崎
春
生
は
昭
和
三
十
年
十
二
月
号『
世
界
』に
発
表
し
た
短
編「
寒
い
日
の
こ
と
」

で
、「
大
正
天
皇
の
御
大
喪
の
日
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
あ
ま
り
に
も
寒
か
っ
た
そ

の
日
、
大
人
も
、
子
供
も
、
牛
ま
で
も
「
腹
を
立
て
て
」
い
た
様
子
を
描
き
、
天
皇

制
に
対
す
る
「
怒
り
」
を
表
し
た
気
配
が
あ
る
。
こ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
20
）　
梅
崎
春
生
は
「（
昭
和
十
九
年
）
六
月
一
日
、
海
軍
に
召
集
さ
れ
、
佐
世
保
相
之
浦

海
兵
団
に
入
団
。
終
戦
ま
で
、
針
尾
・
指
宿
・
防
府
・
坊
津
・
桜
島
な
ど
の
基
地
に

配
属
さ
れ
」
た
（「
梅
崎
春
生
年
譜
」〈
注
（
４
）〉
に
よ
る
）。

＊
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
、「
狂
い
凧
」
は
新
潮
社
版
『
梅
崎
春
生
全
集
』
第
六
巻
、「
暴

力
ぎ
ら
い
」「
男
兄
弟
」「
憂
鬱
な
青
春
」「
天
皇
制
に
つ
い
て
」
は
同
七
巻
（
四
十
二
年

十
一
月
）、「
寒
い
日
の
こ
と
」
は
短
編
集
『
侵
入
者
』（
昭
和
三
十
二
年
四
月
、角
川
書
店
）

に
拠
っ
た
。
引
用
文
中
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
傍
点
は
私
に
付
し
た
。

― 

た
か
ぎ
・
の
ぶ
ゆ
き
、
別
府
大
学
准
教
授 

―

る
。
な
ぜ
そ
ん
な
嬉
し
い
日
に
、自
殺
を
し
た
か
。
そ
の
理
由
を
書
こ
う
と
思
っ
た
ら
、

も
う
紙
数
が
尽
き
た
。
こ
れ
は
小
説
の
方
に
廻
そ
う
」。
な
お
終
戦
後
、
忠
生
の
戦
友

か
ら
「
い
ろ
い
ろ
事
情
を
聞
い
た
」
の
は
、「
梅
崎
春
生
年
譜
」〈
注
（
４
）〉
に
よ
る
と
、

昭
和
二
十
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。

（
６
）　『
戦
後
派
作
家  
梅
崎
春
生
』

（
７
）　「
梅
崎
春
生
年
譜
」〈
注
（
４
）〉
に
よ
る
。

（
８
）　
梅
崎
家
の
長
男
光
生
が
著
し
た
『
幽
鬼
庵
雑
記
』（
昭
和
五
十
二
年
七
月
、
永
立
出

版
）
に
よ
る
。

（
９
）　
注
（
８
）
に
同
じ
。

（
10
）　
梅
崎
春
生
の
エ
ッ
セ
イ「
憂
鬱
な
青
春
」（
昭
和
三
十
四
年
十
二
月『
群
像
』）に
よ
る
。

（
11
）　
注
（
８
）
に
同
じ
。

（
12
）　
梅
崎
恵
津
「
幻
化
の
人
」（
昭
和
四
十
二
年
三
月
『
新
潮
』）

（
13
）　『
幽
鬼
庵
雑
記
』
を
著
し
た
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
長
兄
光
生
は
、
梅
崎
春
生

が
「
狂
い
凧
」
を
執
筆
し
た
時
点
に
お
い
て
も
存
命
中
で
あ
っ
た
。

（
14
）　「
狂
い
凧
」
の
回
想
シ
ー
ン
で
は
、
栄
介
が
小
学
生
と
お
ぼ
し
き
矢
木
家
の
餅
つ
き

の
場
面
か
ら
、
栄
介
の
出
征
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ
を
梅
崎
春
生
自
身
の
年
譜

に
あ
て
は
め
る
と
、
大
正
末
か
ら
昭
和
十
九
年
ま
で
の
時
代
と
推
察
で
き
る
。

（
15
）　
例
え
ば
岡
本
多
喜
子
は
『
老
人
福
祉
法
の
制
定
』（
平
成
五
年
八
月
、
誠
信
書
房
）

の
中
で
、「
敗
戦
後
の
民
法
改
正
は
、
長
男
も
含
め
て
、
子
供
が
親
の
面
倒
を
見
る
必

要
が
な
く
な
っ
た
と
解
釈
さ
れ
（
中
略
）
高
齢
者
を
不
安
に
陥
れ
た
」
と
記
す
。
ま

た
全
国
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
編
『
全
老
連
十
五
年
の
歩
み
』（
奥
付
日
付
な
し
）
に
は
、

戦
後
の
社
会
風
潮
を
語
る
文
章
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
『
大
阪
新
聞
』
日
付
不
明
の

記
事
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。「
新
憲
法
は
従
来
の
家
族
制
度
に
大
変
革
を
も
た
ら
し
た
。

親
に
対
す
る
子
女
の
扶
養
義
務
に
つ
い
て
も
い
ま
わ
し
い
ト
ラ
ブ
ル
が
多
く
、
戦
後

の
混
乱
か
ら
自
由
と
放
縦
を
履
き
違
え
、
一
般マ

マ老
人
を
軽
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

誤
っ
た
個
人
主
義
か
ら
老
人
は
と
か
く
家
庭
で
邪
魔
者
扱
い
を
う
け
る
よ
う
で
あ
る


