
〈
屋
根
裏
〉
だ
け
の
恋
人

―
―
宇
野
浩
二
「
屋
根
裏
の
恋
人
」
論

宇
佐
川
奏
子

１

序
論

宇
野
浩
二
「
屋
根
裏
の
恋
人
」
は
『
改
造
』
第
四
巻
一
号
（
改
造
社
、
大

正
十
一
年
一
月
）
に
掲
載
さ
れ
、
後
に
『
屋
根
裏
の
恋
人
〈
金
星
堂
名
作
叢

書
十
九
〉』（
金
星
堂
、
大
正
十
一
年
六
月
）
に
収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
、
新
聞
記
者
の
山
村
廣
吉
が
隣
室
に
住
む
赤
野
又
造
と
い
う
男

の
「
妹
」
を
名
乗
る
常
子
と
恋
人
に
な
る
も
、
常
子
が
赤
野
の
「
妹
」
で
は

な
い
こ
と
、
赤
野
と
常
子
が
肉
体
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
常
子
が
「
穢

多
」
の
出
自
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
彼
女
を
棄
て
る
か
こ
れ
ま
で
の
関
係
を

維
持
す
る
か
逡
巡
す
る
物
語
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
本
作
を
精
緻
に
読
み
解
い
た
先
行
研
究
は
な
い
。
同

時
代
評
も
、「
あ
れ
は
い
ゝ
も
の
で
あ
つ
た
。
女
の
こ
と
を
す
な
ほ
に
書
け

ば
誰
に
で
も
い
ゝ
も
の
が
出
来
る
と
見
え（
１
）る」
と
し
た
堀
木
克
三
の
評
価
以

外
に
は
、「
主
題
と
し
て
こ
れ
ほ
ど
迄
に
シ
ョ
ツ
キ
ン
グ
な
も
の
は
、
今
の

文
壇
に
も
余
り
見
当
た
ら
な
い
」
に
も
拘
ら
ず
「
一
向
に
私
の
胸
を
打
た
な

（
２
）い」

と
し
た
藤
森
淳
三
、
そ
し
て
、「
ゴ
オ
ゴ
リ
が
露
西
亜
庶
民
階
級
に
対

し
て
灌
い
だ
燃
え
る
や
う
な
愛
の
力
は
、
宇
野
氏
に
は
全
然
欠
け
て
」
お
り

「
僕
等
の
胸
に
共
鳴
し
な（
３
）い」

と
述
べ
た
鳳
逸
平
の
批
判
的
な
意
見
が
見
ら

れ
る
だ
け
で
、
肯
定
的
な
批
評
は
殆
ど
な
い
。
確
か
に
、
主
人
公
の
山
村
は

新
聞
記
者
で
あ
り
な
が
ら
現
実
の
社
会
問
題
に
何
の
興
味
も
持
た
ず
、
与
え

ら
れ
た
仕
事
す
ら
怠
け
て
い
る
。
労
働
争
議
を
取
材
し
て
も
、
そ
の
様
子
を

傍
観
視
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
の
仕
事
と
は
、
よ
い
記
事
を
書

い
て
給
料
を
も
ら
う
こ
と
で
あ
り
、
自
社
の
新
聞
に
目
を
通
す
こ
と
さ
え
し

な
い
。

こ
う
し
た
主
人
公
の
態
度
は
、こ
の
作
品
の
語
り
の
ス
タ
ン
ス
で
も
あ
る
。

本
作
に
は
被
差
別
部
落
出
身
の
女
が
登
場
し
、
そ
の
出
自
が
「
恋
」
の
行
方

に
暗
雲
を
漂
わ
せ
る
よ
う
な
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
社
会
問

題
と
し
て
告
発
し
た
り
、
日
本
社
会
に
お
け
る
差
別
の
あ
り
よ
う
を
深
く
掘

り
下
げ
て
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
り
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。「
穢

多
」
と
い
う
表
現
ま
で
見
ら
れ
る
が
、
本
作
は
こ
う
し
た
差
別
問
題
の
是
非

に
踏
み
込
ま
ず
、
他
者
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
、
い
わ
れ
の
な
い
氏
素
性

で
他
者
を
差
別
す
る
こ
と
で
自
ら
の
欲
望
を
充
た
そ
う
と
す
る
人
間
の
本
性

を
映
し
出
す
道
具
立
て
の
一
つ
と
し
て
機
能
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
は
社
会
的
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な
差
別
問
題
と
し
て
で
は
な
く
、
常
子
と
い
う
女
に
付
着
し
浸
透
し
て
し

ま
っ
て
い
る
一
種
の
滲
み
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、
恋
人

の
身
体
に
そ
れ
を
見
出
し
た
男
の
独
善
的
な
振
る
舞
い
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
効
果
的
に
演
出
す
る
た
め
に
、
語
り
手
は
〈
屋
根
裏
〉
と
い
う
空

間
を
寓
意
と
し
て
用
い
て
い
る
。
狭
い
下
宿
の
「
襖
」
や
「
階
段
」、「
窓
」

と
い
っ
た
舞
台
装
置
も
利
用
し
て
い
る
。
そ
こ
に
現
前
し
て
い
る
の
は
、
自

ら
の
妄
想
を
他
者
の
身
体
に
投
影
す
る
こ
と
で
満
足
感
を
得
よ
う
と
す
る

生
々
し
い
欲
望
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
〈
屋
根
裏
〉
と
い
う
寓
意
と
深

く
結
び
つ
い
て
い
く
過
程
そ
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
本
稿
で
は
作
品
タ
イ
ト
ル
に
も
含
ま
れ
て
い
る
〈
屋

根
裏
〉
を
論
の
主
軸
に
据
え
る
。
作
者
・
宇
野
浩
二
に
は
本
作
の
他
に
、
空

想
と
眠
り
に
日
々
を
浪
費
す
る
男
を
主
人
公
と
す
る
「
屋
根
裏
の
法
学
士
」

（
大
正
七
年
）
が
あ
り
、
孤
独
な
二
人
の
少
女
を
描
い
た
吉
屋
信
子
の
「
屋

根
裏
の
二
処
女
」（
大
正
八
年
）、〈
屋
根
裏
〉
か
ら
他
人
の
部
屋
を
窃
視
す

る
魅
力
に
取
り
憑
か
れ
た
男
を
描
く
江
戸
川
乱
歩
の
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」

（
大
正
十
四
年
）
を
は
じ
め
、
大
正
期
の
日
本
文
学
に
は
特
殊
な
領
域
と
し

て
の
〈
屋
根
裏
〉
が
頻
出
す
る
。
妄
想
の
中
に
生
き
る
主
人
公
や
、
孤
独
な

主
人
公
た
ち
が
身
を
潜
め
る
異
空
間
で
あ
る
。「
屋
根
裏
の
恋
人
」
は
、
そ

う
し
た
諸
作
品
と
モ
チ
ー
フ
を
共
有
し
つ
つ
、
さ
ら
に
人
間
の
内
面
と
し
て

の
〈
屋
根
裏
〉
を
も
表
象
さ
せ
て
い
る
点
に
お
い
て
重
要
な
作
品
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
な
が
ら
作
品
を
精
緻
に
読
み
解
い
て
い

き
た
い
。

２

妄
想
す
る
主
人
公
、
山
村
廣
吉

序
論
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
作
は
主
人
公
の
振
る
舞
い
に
焦
点
を
当
て

て
い
る
。〈
屋
根
裏
〉
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
ま
ず
は
主
人
公
山
村
廣
吉

の
言
動
を
追
っ
て
い
く
。

「
屋
根
裏
の
恋
人
」
は
、
新
聞
記
者
の
山
村
廣
吉
が
冬
の
訪
れ
に
哀
愁
を

感
じ
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。「
何
を
聞
く
で
も
な
く
、
又
何
を
考
へ
る

で
も
な
く
、
唯
ぼ
ん
や
り
」
と
頬

を
突
く
山
村
は
、
日
頃
軽
蔑
し
て
い
る

同
僚
に
さ
え
弱
音
を
吐
き
、
自
分
は
「
優
し
い
心
」
を
持
ち
な
が
ら
妻
も
い

な
い
し
「
恋
」
も
な
い
と
語
る
。
会
社
を
引
け
た
あ
と
も
、「
毎
晩
遅
く
ま

で
彼
方
此
方
と
ぶ
ら
つ
い
て
」、
深
夜
に
帰
宅
す
る
の
が
常
と
な
っ
て
い
る
。

山
村
の
下
宿
は
「
場
末
の
荒
物
屋
の
家
の
二
階
」
で
あ
る
。
部
屋
の
な
か

に
は
「
十
燭
の
電
燈
と
、
形
ば
か
り
の
机
と
、
小
さ
な
組
立
本
棚
と
、
十
冊

余
り
の
雑
誌
と
書
物
」
が
あ
る
ば
か
り
で
、
他
は
何
も
な
い
。
自
分
の
味
気

な
い
生
活
に
憂
鬱
に
な
り
な
が
ら
退
社
し
た
山
村
は
、「
貧
乏
人
の
私
生
児

と
し
て
生
れ
」、「
金
持
に
学
資
を
支
給
せ
ら
れ
て
、
や
う
や
う
中
学
を
卒
業

し
た
」
自
分
の
来
歴
を
振
り
返
り
な
が
ら
、「
果
し
て
自
分
の
欲
し
て
ゐ
る

も
の
」
は
妻
や
家
庭
な
の
だ
ろ
う
か
？

と
考
え
て
「
憂
鬱
」
に
な
る
。
彼

は
部
屋
に
あ
る
書
物
を
読
む
こ
と
も
な
い
し
、
親
し
く
言
葉
を
交
わ
す
知
己

も
い
な
い
。
隣
室
に
は
赤
野
と
い
う
「
も
う
四
十
歳
に
近
い
」「
独
身
者
」

が
棲
ん
で
い
る
が
、「
こ
の
世
の
中
で
最
も
近
く
に
住
み
合
ひ
な
が
ら
、
今

だ
に
碌
に
言
葉
を
交
し
た
こ
と
も
な
く
、
又
顔
さ
へ
会
は
す
こ
と
も
滅
多
に

な
し
」
の
関
係
を
続
け
て
い
る
。
彼
に
は
「
恋
」
だ
け
で
な
く
友
も
趣
味
も

な
い
の
で
あ
る
。
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「
憂
鬱
」
な
彼
の
生
活
に
束
の
間
の
慰
安
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
「
客
た

ち
の
話
声
と
、
煙
草
の
煙
と
、
埃
と
が
一
つ
に
な
つ
て
、
も
や
〳
〵
と
部
屋

の
中
に
立
ち
こ
め
て
ゐ
る
」
カ
フ
エ
ー
で
あ
る
。
あ
る
日
、
町
を
歩
い
て
い

た
彼
は
質
屋
に
入
れ
て
い
た
「
銘
仙
の
袷
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
、「
カ
ー

ツ
と
大
声
で
呶
鳴
つ
て
見
た
い
程
、
絶
望
的
な
感
じ
」
に
襲
わ
れ
る
。「
冬

服
」
を
持
た
な
い
ま
ま
、
い
つ
ま
で
も
「
洋
服
で
ご
ま
か
し
て
ゐ
る
」
わ
け

に
は
い
か
な
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
。
ポ
ケ
ッ
ト
の
な
か
に
残
っ
て
い
る

金
高
を
胸
算
用
し
な
が
ら
、
い
つ
も
立
ち
寄
る
カ
フ
ェ
ー
の
扉
を
押
し
た
彼

は
、
そ
の
猥
雑
さ
の
な
か
に
身
を
沈
め
た
瞬
間
、「
先
ま
で
と
は
別
人
の
や

う
な
陽
気
な
気
分
」
に
な
っ
て
給
仕
女
を
物
色
し
始
め
る
。「
よ
し
、
誰
で

も
い
ゝ
、
明
日
か
ら
、
最
初
に
自
分
の
手
近
に
見
付
け
た
女
を
、
俺
は
詳
細

に
見
詰
め
る
こ
と
だ
、
そ
し
て
一
所
懸
命
に
そ
の
女
の
美
を
探
す
こ
と
に
し

よ
う
。」
と
い
う
気
持
ち
ま
で
起
こ
す
。

こ
う
し
た
描
写
を
通
し
て
浮
か
び
あ
が
る
の
は
、
仕
事
に
も
生
活
に
も
張

り
合
い
を
持
て
ず
、
独
り
身
の
侘
し
さ
を
「
ご
ま
か
し
」
な
が
ら
日
々
を
過

ご
す
山
村
の
屈
折
し
た
自
意
識
で
あ
る
。「
も
や
〳
〵
」
と
し
た
空
間
に
逃

避
す
る
こ
と
で
殺
伐
と
し
た
現
実
を
忘
れ
て
し
ま
お
う
と
す
る
身
勝
手
な
心

性
だ
。
こ
の
場
面
の
直
後
に
は
、

―
―
今
や
、
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
片
隅
に
、
彼
が
恋
す
る
こ
と
を
、
例

へ
ば
あ
の
吉
原
の
女
た
ち
の
や
う
に
、
煙
管
に
火
を
つ
け
て
待
ち
焦
れ

て
ゐ
る
女
が
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
て
来
た
。（
そ
れ
は
女
学
生
か
、
人

妻
か
、
未
亡
人
か
、
商
売
女
か
、
或
ひ
は
黒
ん
ぼ
か
…
…
？
）
そ
し
て

彼
女
等
は
、た
ゞ
山
村
廣
吉
に
見
出
し
て
も
ら
ふ
為
に
の
み
、そ
れ
〴
〵

彼
女
等
自
身
の
美
を
、
他
の
誰
に
も
見
せ
な
い
で
、
そ
つ
と
隠
し
て
ゐ

る
や
う
に
思
は
れ
て
来
た
。

と
い
う
内
面
描
写
が
あ
り
、
妄
想
を
膨
ら
ま
せ
た
山
村
が
「
悉
く
愉
快
極
ま

る
」
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
「「
時
は
今
、
恋
を
語
る
べ
き
秋
で
あ
る
、」
と

い
ふ
詩
を
作
ら
う
」
と
考
え
る
場
面
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
彼
の
人
間
性
を
端

的
に
物
語
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
そ
の
と
き
ど
き
の
気�

分�

で

あ
り
、「
恋
」
も
自
尊
心
を
気
持
ち
よ
く
刺
激
し
て
く
れ
る
道
具
立
て
と
し

て
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

妄
想
と
現
実
の
狭
間
を
揺
れ
動
く
山
村
は
、
妄
想
し
た
よ
う
な
女
が
現
実

に
現
れ
な
い
原
因
を
色
々
と
考
え
て
み
る
が
、「
機
会
に
恵
ま
れ
な
い
為
だ
」

と
結
論
づ
け
て
、何
も
行
動
を
起
こ
そ
う
と
し
な
い
。妄
想
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ

プ
に
は
苦
し
む
が
、
そ
れ
が
自
身
に
因
る
も
の
だ
と
は
思
わ
な
い
。
ま
た
、

親
の
目
を
盗
ん
で
都
会
に
出
て
来
た
と
語
る
常
子
を
「
い
や
、
面
白
い
で

す
」、「
新
時
代
の
婦
人
の
誰
も
経
験
す
る
こ
と
で
す
」
と
言
っ
て
煽
て
た
り
、

社
会
部
長
に
労
働
争
議
の
取
材
を
頼
ま
れ
た
と
き
、「
い
や
、
面
白
い
で
す

ね
、
そ
れ
は
面
白
い
」
と
返
事
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う

に
、
山
村
は
「
何
が
面
白
い
の
や
ら
、
自
分
で
も
分
ら
な
い
」
と
き
に
限
っ

て
「
面
白
い
」
を
連
発
す
る
。
興
味
の
な
い
話
題
に
対
し
て
無
関
心
な
態
度

を
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
の
感
情
に
逆
行
す
る
よ
う
な
言
葉
で
や

り
過
ご
そ
う
と
す
る
の
が
山
村
の
や
り
方
な
の
で
あ
る
。

そ
の
場
を
取
り
繕
う
だ
け
で
内
省
し
な
い
姿
勢
は
、
新
聞
記
者
と
し
て
の

山
村
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
。
彼
に
は
、
所
轄
の
警
察
署
に
立
寄
っ
て
夕
刊
の

記
事
に
な
り
そ
う
な
ネ
タ
を
探
す
仕
事
が
あ
る
が
、
毎
朝
、
十
時
を
過
ぎ
た

頃
に
目
を
醒
ま
す
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
る
た
め
、
だ
ん
だ
ん
そ
の
日
課
に

も
辟
易
し
、
社
会
部
長
に
適
当
な
嘘
を
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
も
し
自
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分
が
ま
と
も
な
聞
き
込
み
す
ら
し
て
い
な
い
こ
と
が
暴
露
し
た
ら
と
い
う

「
不
安
」
に
慄
き
つ
つ
も
、
ま
と
も
に
働
こ
う
と
い
う
気
に
は
な
れ
ず
に
い

る
。
彼
の
頭
の
な
か
で
は
、
相
変
わ
ら
ず
「
銘
仙
の
袷
や
、
冬
の
洋
服
や
…

…
そ
し
て
カ
フ
エ
ー
、
そ
し
て
女
、
そ
し
て
恋
…
…
。」
が
意
味
も
な
く
駆

け
巡
っ
て
い
る
。

あ
る
日
、
冬
服
と
袷
を
質
受
け
し
て
珍
し
く
幸
福
な
気
分
に
浸
っ
て
帰
宅

し
た
山
村
は
、
隣
室
か
ら
若
い
女
の
声
が
漏
れ
て
く
る
の
を
聞
く
。
眠
り
に

就
け
な
い
夜
を
過
ご
し
た
翌
日
、
彼
は
下
宿
の
女
房
と
女
が
会
話
し
て
い
る

場
に
出
く
わ
し
、
そ
の
女
が
二
十
五
歳
で
あ
る
こ
と
、
常
子
と
い
う
名
で
あ

る
こ
と
を
知
る
。「
殆
ど
唖
か
と
疑
は
れ
る
ほ
ど
、
無
口
な
男
」
で
あ
る
赤

野
の
と
こ
ろ
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
若
い
女
が
居
る
の
か
を

し
く
思
っ
た

山
村
は
、
襖
一
枚
隔
て
た
だ
け
の
隣
室
に
耳
を
そ
ば
だ
て
、
二
人
の
話
し
声

を
盗
み
聞
き
す
る
よ
う
に
な
る
。
下
宿
屋
の
女
房
が
「
こ
の
方
は
、
あ
の
赤

野
さ
ん
の
お
妹
さ
ん
で
、」
と
紹
介
し
た
こ
と
で
、
常
子
を
ひ
と
り
の
女
と

し
て
意
識
し
始
め
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
語
り
手
が
山
村
の
常
子
と
の
向
き
合
い
方
を
微

細
に
描
き
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
目
に
映
る
常
子
は
、「
俯
向
い

て
ゐ
る
」
と
き
の
方
が
魅
力
的
で
あ
る
。
相
手
と
「
真
正
面
」
に
対
峙
す
る

と
「
や
つ
ぱ
り
余
り
美
し
く
も
な
い
な
」
と
い
う
失
望
を
感
じ
て
し
ま
う

が
、
こ
ち
ら
が
一
方
的
に
「
盗
み
見
」
て
い
る
と
き
に
は
煽
情
的
な
気
分
が

高
ま
る
。
ま
た
、
直
接
、
常
子
と
会
話
を
し
て
い
る
と
き
に
は
「
不
思
議
な

ほ
ど
落
着
い
て
」「
殆
ど
無
感
動
な
態
度
」
で
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

ひ
と
た
び
自
室
に
戻
っ
て
彼
女
の
こ
と
を
想
像
す
る
と
、
い
た
た
ま
れ
な
い

よ
う
な
「
煩
悶
」
が
訪
れ
る
。

ま
た
、
常
子
と
知
り
合
っ
て
か
ら
の
山
村
は
、
自
分
が
出
社
す
る
と
き
赤

野
が
部
屋
に
居
る
だ
け
で
何
故
「
赤
野
が
今
頃
ま
で
家
に
ゐ
た
の
だ
ら
う
」

と
考
え
、
挙
句
の
果
て
に
は
「
常
子
、
常
子
、
俺
は
常
子
と
是
非
恋
を
し
よ

う
、
…
…
」
と
決
意
し
て
み
た
り
す
る
。
×
×
工
場
へ
取
材
に
行
っ
た
帰
り

に
は
、「
堪
ら
な
く
常
子
が
恋
し
く
な
」
り
、「
ど
う
し
て
も
彼
女
を
愛
し
な

い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
」
気
持
ち
に
な
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
下
宿
の
女
房
か

ら
「
赤
野
さ
ん
は
、
い
つ
も
の
や
う
に
留
守
だ
か
ら
、
今
の
う
ち
に
あ
の
人

を
口
説
い
て
ご
ら
ん
！
」
と
け
し
か
け
ら
れ
る
と
、「
躍
る
や
う
な
わ
く
〳
〵

し
た
心
」
を
感
じ
な
が
ら
も
「
何
と
も
一
種
説
明
し
難
い
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
感

じ
」
に
囚
わ
れ
る
。
一
目
見
た
と
き
「
こ
れ
は
美
し
い
」
と
感
じ
た
常
子
に

対
し
て
も
、「
こ
れ
は
決
し
て
気
持
の
悪
い
女
ぢ
や
な
い
、
背
も
高
い
し
、

鼻
も
顔
も
い
ゝ
恰
好
だ
の
に
…
…
そ
れ
で
は
何
処
が
悪
く
て
、
何
処
に
ど
う

い
ふ
欠
点
が
あ
る
為
に
、
彼
女
は
非
常
な
美
人
に
な
ら
な
い
の
か
知
ら
？

な
ど
と
取
止
め
の
な
い
こ
と
」
を
考
え
た
り
し
て
い
る
。

そ
こ
に
は
現
実
と
妄
想
を
切
り
替
え
る
ス
イ
ッ
チ
が
作
動
し
て
い
る
。
常

子
と
の
「
恋
」
を
成
就
さ
せ
た
い
と
願
い
つ
つ
、
相
手
の
思
惑
で
物
事
が
進

ん
で
い
く
こ
と
、
彼
女
に
溺
れ
て
自
分
が
危
う
い
立
場
に
な
る
こ
と
だ
け
は

避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。洋
服
を
着
て
い
る
と
き
に
は
冬
物
の
「
銘
仙
の
袷
」

の
暖
か
さ
が
懐
か
し
く
な
り
、
生
活
に
困
っ
た
ら
そ
の
「
銘
仙
の
袷
」
を
質

屋
に
入
れ
て
僅
か
な
金
に
換
え
て
し
ま
う
の
と
同
様
、
彼
は
常
に
彼
女
を
自

分
に
都
合
よ
く
扱
い
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

山
村
は
妄
想
す
る
主
体
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
そ
の
妄
想
と
彼
の
気
分
に

影
響
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、「
煙
」
と
「
寝
床
」
が
あ
る
。
山
村
は
モ
ヤ

が
か
か
っ
て
い
る
空
間
に
逃
げ
込
む
こ
と
で
気
分
を
転
換
し
て
い
る
。
絶
望

的
な
気
持
ち
で
カ
フ
エ
ー
に
飛
び
込
ん
だ
彼
が
、
室
内
の
「
も
や
〳
〵
」
と

し
た
空
気
に
触
れ
る
こ
と
で
「
何
も
彼
も
忘
れ
て
」「
陽
気
な
気
分
」
に
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な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
労
働
争
議
の
取
材
に
行
っ
た
彼
が
「
埃
と
煤
煙

と
が
多
く
な
つ
た
中
」
を
進
む
う
ち
に
邪
念
が
消
え
て
仕
事
に
集
中
で
き
る

気
が
し
て
く
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
「
埃
」
や

「
煤
煙
」
が
立
ち
込
め
る
「
も
や
〳
〵
」
と
し
た
世
界
を
経
由
す
る
こ
と

で
、
そ
れ
ま
で
自
分
を
支
配
し
て
き
た
不
快
な
気
分
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。「
寝
床
」
は
彼
の
妄
想
を
必
要
以
上
に
掻
き
立
て
る
装
置
と

し
て
機
能
し
て
い
る
。
隣
室
に
い
る
常
子
の
声
を
漏
れ
聞
い
た
山
村
は
、「
頭

か
ら
深
く
夜
着
を
被
」
っ
て
そ
の
声
を
振
り
払
お
う
と
す
る
が
、「
女
の
幻

影
」
は
ま
す
ま
す
彼
の
な
か
で
鮮
明
に
な
り
眠
り
を
妨
げ
る
。
常
子
と
別
れ

た
い
と
思
っ
て
い
て
も
、
ひ
と
た
び
寝
床
に
も
ぐ
り
こ
む
と
「
今
更
の
や
う

に
常
子
の
こ
と
が
考
へ
ら
れ
」、「
常
子
と
結
婚
し
よ
う
」
と
考
え
た
り
も
す

る
。
赤
野
と
常
子
の
関
係
を
知
っ
て
激
昂
し
た
際
に
は
、
寝
床
の
中
で
常
子

を
ど
う
苛
め
る
か
考
え
な
が
ら
夜
明
け
を
待
つ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
作
品
内
に
お
け
る
山
村
の
行
動
を
追
う
と
、
冬
服
で
あ

る
「
銘
仙
の
袷
」
と
秋
口
ま
で
着
て
い
る
洋
服
が
「
浮
世
」
の
象
徴
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
た
と
え
ば
、
冬
服
を
質
受
し
て
き
た
山
村
は
「
珍

ら
し
く
幸
福
な
気
持
」
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
身
に
着
け
て
い
た
洋
服
を
脱
ぎ

「
銘
仙
の
袷
」
に
着
替
え
る
。
そ
の
途
端
、
隣
室
か
ら
女
の
声
が
聞
こ
え
て

き
て
彼
の
「
心
持
の
統
一
」
は
失
わ
れ
る
。
ま
た
、
作
品
の
収
束
部
で
隣
室

か
ら
漏
れ
聞
こ
え
る
声
に
耳
を
聳
て
た
山
村
は
、
常
子
と
赤
野
が
兄
妹
で
は

な
か
っ
た
こ
と
を
知
り
打
ち
の
め
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
彼
は
洋
服
を
着
た

ま
ま
寝
床
に
潜
っ
て
い
る
。
二
つ
の
衣
服
は
、
彼
が
厳
し
い
現
実
と
直
面
す

る
と
き
、
象
徴
的
に
描
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
妄
想
を
掻
き
立
て
ら
れ

る
場
で
あ
る
は
ず
の
寝
床
の
中
に
洋
服
の
ま
ま
潜
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付

い
た
山
村
は
笑
い
出
し
、
そ
の
笑
い
は
「
終
の
方
で
泣
き
声
」
に
な
っ
て
つ

い
に
は
「
目
の
方
か
ら
涙
が
に
じ
み
出
す
や
う
に
出
て
」
き
て
し
ま
う
。
ス

イ
ッ
チ
で
切
り
替
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
の
妄
想
が
、
現
実
に
浸
食
さ
れ
た
瞬

間
で
あ
っ
た
。

３

二
重
底
の
〈
屋
根
裏
〉

こ
う
し
た
山
村
の
妄
想
を
具
現
化
す
る
空
間
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
が

〈
屋
根
裏
〉
で
あ
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た
通
り
、
山
村
た
ち
が
暮
ら
す
部
屋

は
「
場
末
の
荒
物
屋
の
家
の
二
階
」
に
あ
る
が
、
語
り
手
は
そ
れ
を
〈
屋
根

裏
〉
と
呼
ぶ
。
本
文
の
記
述
を
追
っ
て
い
く
と
、
山
村
が
実
際
に
移
動
し
て

い
る
と
き
に
は
「
二
階
の
自
分
の
部
屋
に
駆
け
上
る
」、「
二
階
の
自
分
の
部

屋
に
帰
つ
て
行
つ
た
」
と
語
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
常
子
の
居
る
場
所
と
し

て
部
屋
の
な
か
の
様
子
が
想
像
さ
れ
る
と
き
、語
り
手
は
そ
れ
を
〈
屋
根
裏
〉

と
記
述
す
る
の
で
あ
る
。
作
品
内
に
は
〈
屋
根
裏
〉
と
い
う
表
現
が
三
カ
所

登
場
す
る
の
で
、
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
を
追
っ
て
み
よ
う
。

（
１
）
彼
は
あ
の
陋
屋
の
屋
根
裏
に
、
し
ょ
ん
ぼ
り
と
物
思
に
沈
ん
で
ゐ
る

彼
女
を
想
像
す
る
と
、あ
の
煤
け
た
、方
々
破
れ
た
襖
も
、あ
の
さ�

ゝ�

ら�

の
や
う
に
擦
り
切
れ
た
畳
も
、
机
も
、
土
鍋
も
、
悉
く
彼
女
が
あ

る
為
に
明
る
く
、
楽
し
い
や
う
に
考
へ
ら
れ
た
、
さ
う
だ
、
そ
し
て

自
分
の
や
う
な
も
の
は
、
自
分
の
や
う
な
も
の
を
、
慰
め
て
く
れ
る

人
は
、
常
子
の
や
う
な
女
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
…
…

（
２
）
殊
に
、
こ
ん
な
埃
だ
ら
け
の
屋
根
裏
で
行
は
れ
る
恋
に
、
優
し
い
心

な
ん
て
言
ふ
も
の
が
何
の
役
に
立
つ
も
の
か
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（
３
）
殆
ど
毎
日
の
や
う
に
口
喧
嘩
を
し
て
、そ
し
て
そ
れ
が
埃
だ
ら
け
の
、

屋
根
裏
の
部
屋
の
片
隅
で
、
ど
う
い
ふ
事
に
依
つ
て
結
末
が
付
く
か

と
考
へ
た
時
、
彼
は
自
分
自
身
も
、
又
常
子
の
魅
力
も
、
一
切
が
一

時
に
醜
悪
で
憎
々
し
く
思
は
れ
て
、
堪
ら
な
く
な
る
の
で
あ
つ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
参
照
す
る
と
、
常
子
の
い
る
〈
屋
根
裏
〉
は
「
煤
け

た
」、「
埃
だ
ら
け
の
」
と
い
っ
た
表
現
と
密
接
に
結
び
つ
き
な
が
ら
使
用
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
二
階
」
が
単
な
る
空
間
を
指
し
示
す
言
葉
で

あ
る
の
に
対
し
て
、〈
屋
根
裏
〉
は
鬱
々
と
し
た
汚�

れ�

イ
メ
ー
ジ
が
固
着
し

て
い
る
。
ま
た
、
前
後
に
「
し
ょ
ん
ぼ
り
と
物
思
に
沈
ん
で
ゐ
る
」、「
優
し

い
心
な
ん
て
言
ふ
も
の
が
何
の
役
に
立
つ
も
の
か
」、「
醜
悪
で
憎
々
し
く
思

は
れ
て
、
堪
ら
な
く
な
る
の
で
あ
つ
た
」
と
い
っ
た
表
現
が
付
随
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、〈
屋
根
裏
〉
は
人
間
の
心
の
闇
、
あ
る
い
は
、

沈
殿
し
た
負
の
感
情
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、〈
屋
根
裏
〉
は

た
だ
の
汚
れ
た
世
界
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
常
子
が
い
る
こ
と
で
「
楽
し

い
や
う
に
考
へ
ら
れ
」
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
村
に
と
っ
て
の

〈
屋
根
裏
〉
は
、
埃
っ
ぽ
く
て
薄
暗
い
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
常
子
へ
の

妄
想
を
自
由
に
駆
動
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
妄
想
の
領
域
で
も
あ
る
。
語
り

手
は
、
常
子
が
部
屋
の
な
か
に
い
る
と
き
に
は
〈
屋
根
裏
〉
と
呼
び
、
彼
女

が
不
在
の
と
き
に
は
「
二
階
」
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
山
村
の
妄
想
の

あ
り
よ
う
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
る
日
、
自
分
の
部
屋
か
ら
隣
の
部
屋
に
「
げ
じ
〴
〵
」
が
逃
げ
て
行
っ

た
と
い
う
嘘
を
つ
い
た
山
村
は
、
彼
女
の
部
屋
に
入
り
込
ん
で
室
内
を
物
色

す
る
。
部
屋
の
隅
に
『
女
学
校
講
義
録
』
が
積
ま
れ
て
い
る
の
を
目
敏
く
見

つ
け
る
が
、す
ぐ
に
「
行
李
か
ら
は
み
出
し
て
ゐ
る
赤
い
メ
リ
ン
ス
の
布
切
」

に
視
線
を
移
し
、「
私
、
恐
い
わ
、」
と
言
い
な
が
ら
身
を
寄
せ
て
く
る
常
子

の
「
真
黒
な
髪
」
に
微
か
な
匂
い
を
感
じ
る
。「
そ
の
細
い
頸
と
襟
足
を
む

さ
ぼ
る
や
う
に
見
詰
め
て
」
い
る
う
ち
、「
次
第
に
胸
の
中
が
沸
騰
し
て
来

る
の
を
覚
え
」
る
。
語
り
手
は
そ
の
欲
情
を
「
内
か
ら
と
も
す
る
と
溢
れ
さ

う
に
な
る
暴
力
」
と
表
現
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
伏
線
を
与
え
た
う
え
で
、
語
り
手
は
常
子
と
い
う
人
物
の
素
性

に
迫
っ
て
い
く
。
常
子
は
自
分
の
来
歴
に
つ
い
て
、「
小
学
校
を
卒
業
し
」

て
「
補
習
教
育
も
受
け
た
」
が
、「
風
儀
の
悪
い
町
の
寄
宿
舎
に
入
る
こ
と

を
、
父
親
が
厳
格
で
許
さ
な
か
つ
た
」
た
め
、「
せ
め
て
裁
縫
女
学
校
に
で

も
通
ひ
た
」
い
と
思
い
「
父
親
に
は
内
所
で
」
赤
野
の
も
と
に
来
た
と
述
べ

て
い（
４
）る。
赤
野
と
の
関
係
を
伏
せ
て
い
た
常
子
が
、
山
村
に
対
し
て
ど
こ
ま

で
本
当
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ

ら
の
言
説
が
自
ら
の
境
遇
を
隠
し
つ
つ
赤
野
の
許
に
棲
み
つ
い
て
い
る
こ
と

の
理
由
付
け
と
し
て
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

ま
た
、
学
校
に
行
け
な
か
っ
た
常
子
は
『
女
学
校
講
義
録
』
や
『
婦
人
公

論
』
を
読
ん
で
教
養
を
身
に
着
け
た
と
語
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
作
品
内
に
お

い
て
夜
な
夜
な
「
習
字
」
の
練
習
を
し
て
い
る
赤
野
の
姿
と
も
重
な
り
な
が

ら
怠
惰
な
山
村
の
生
活
を
逆
照
射
す
る
。「
貧
乏
人
の
私
生
児
」
と
し
て
生

れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、「
金
持
に
学
資
を
支
給
せ
ら
れ
て
」
中
学
を
卒
業
し

て
新
聞
記
者
と
い
う
職
を
得
た
山
村
が
、
ろ
く
に
書
物
も
読
ま
ず
、
い
い
か

げ
ん
な
態
度
で
仕
事
を
し
て
い
る
姿
と
は
真
逆
の
向
上
心
を
浮
き
彫
り
に
し

て
い
る
。

こ
う
し
て
二
人
き
り
の
時
間
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
山
村
は
、「
私
、
ど

う
し
た
ら
い
い
で
せ
う
、
本
当
に
、」
と
溜
息
を
つ
く
彼
女
を
心
配
す
る
素
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振
り
を
見
せ
な
が
ら
、「
私
だ
っ
て
何
も
出
来
な
い
男
で
す
が
、
出
来
る
だ

け
の
事
は
何
で
も
致
し
ま
す
」
と
語
り
、
徐
々
に
常
子
の
心
を
引
き
寄
せ
て

い
く
。
自
分
は
「
優
し
い
心
」
を
持
ち
な
が
ら
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
ず
に
孤

立
し
て
生
き
て
き
た
な
ど
と
言
っ
て
同
情
を
買
お
う
と
す
る
。
注
目
し
た
い

の
は
、
そ
の
場
面
に
お
け
る
常
子
の
変
化
で
あ
る
。
山
村
の
部
屋
で
二
人
き

り
に
な
っ
た
と
き
の
様
子
は
以
下
の
よ
う
な
描
写
と
と
も
に
始
ま
る
。

山
村
は
急
に
い
そ
〳
〵
と
し
て
、
薄
つ
ぺ
ら
な
座
蒲
団
を
す
ゝ
め
た

り
し
た
、
机
の
前
の
窓
を
開
け
た
り
し
た
、
窓
か
ら
は
や
つ
ぱ
り
黒
い

煙
を
吐
き
出
し
て
ゐ
る
工
場
の
煙
突
が
、
そ
し
て
青
く
光
つ
た
海
が
見

渡
せ
る
の
で
あ
る
。／
「
ま
あ
、此
方
は
本
当
に
い
い
眺
め
で
す
こ
と
、」

と
常
子
は
云
つ
た
。「
そ
れ
に
明
る
い
お
部
屋
で
す
ね
。
…
…
あ
ら
、

海
が
見
え
る
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」

山
村
が
窓
の
外
に
見
る
光
景
は
、
一
方
で
「
海
が
見
渡
せ
る
」
よ
う
な
広

さ
を
も
っ
て
い
る
が
、
同
時
に
「
大
き
な
工
場
」
の
「
大
煙
突
」
か
ら
出
る

「
真
黒
な
煙
」
も
混
じ
り
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、「
踊
る
や
う
な
わ
く
〳
〵

し
た
心
に
、
何
と
も
一
種
説
明
し
難
い
、
ち
ぐ
は
ぐ
な
感
じ
」
を
与
へ
る
も

の
で
あ
る
。
だ
が
、
常
子
の
視
界
に
は
そ
う
し
た
夾
雑
物
が
い
っ
さ
い
入
ら

ず
、
明
る
く
美
し
い
海
だ
け
が
切
り
取
ら
れ
る
。
ま
た
、
親
し
く
会
話
を
重

ね
る
う
ち
に
、
お
互
い
が
雄
弁
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
確
認
し
た
あ
と
の
場

面
に
は
、

―
―
彼
女
は
ど
う
し
た
の
か
段
々
萎
れ
て
行
く
や
う
に
見
え
た
。
彼
女

は
又
し
て
も
、
相
手
の
話
な
ど
に
全
く
無
関
心
で
ゐ
る
や
う
に
、
ぼ
ん

や
り
と
海
の
方
に
眺
め
入
つ
た
り
、
何
か
外
の
事
を
考
へ
る
や
う
に
、

自
分
の
部
屋
と
の
境
界
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
煤
け
た
襖
を
か
へ
り
見
た

り
し
た
。
が
、
そ
の
間
に
一
つ
山
村
を
喜
ば
せ
た
事
は
、
ふ
と
、
山
村

の
長
物
語
の
途
中
で
、
彼
女
が
つ
つ
ま
し
く
欠
伸
を
し
た
の
は
悪
か
つ

た
が
、
そ
れ
を
機
会
に
、
片
手
を
後
の
方
で
畳
に
突
い
て
、
従
つ
て
坐

つ
た
体
を
心
も
ち
斜
め
に
反
ら
せ
た
か
ら
、
膝
を
く
づ
し
た
こ
と
で
あ

つ
た
、
一
口
に
言
ふ
と
、
彼
女
の
態
度
が
非
常
に
固
苦
し
く
な
く
な
つ

た
の
で
あ
つ
た
。

と
い
う
描
写
が
あ
り
、
物
憂
げ
な
表
情
で
山
村
を
不
安
に
陥
れ
る
女
の
媚
態

が
表
出
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
常
子
は
、「
ぼ
ん
や
り
と
海
の
方
に
眺
め
入

つ
た
」
あ
と
、
自
分
の
部
屋
と
山
村
の
部
屋
の
「
境
界
」
で
あ
る
「
襖
」
を

凝
視
し
て
い
る
。
自
分
の
部
屋
か
ら
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
海
」
が
未

来
へ
の
希
望
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
続
く
「
襖
」
は
、
新
し
い
未
来
を
切
り

拓
く
た
め
に
跳
び
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
境
界
で
あ
る
。
語
り
手
は
彼
女

の
視
線
を
通
し
て
そ
れ
を
表
現
し
た
う
え
で
、
し
ど
け
な
く
膝
を
く
ず
し
な

が
ら
山
村
に
心
を
開
い
て
い
く
様
子
を
捉
え
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
境
界
と
し
て
の
「
襖
」
に
注
目
し
て
み
る
と
、
荒
物
屋
の
二
階

に
並
ん
で
い
る
二
つ
の
部
屋
が
決
定
的
に
区
別
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
山
村
は
作
品
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
赤
野
と
常
子

の
住
む
部
屋
に
立
ち
入
ろ
う
と
し
な
い
。
誰
も
い
な
い
と
思
っ
て
襖
を
開
け

た
と
き
で
す
ら
、「
襖
」
の
と
こ
ろ
か
ら
首
を
出
し
て
向
こ
う
側
を
覗
き
見

る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
二
人
が
親
し
く
言
葉
を
交
わ
す
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
も
山
村
が
常
子
た
ち
の
部
屋
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
い
う
記
述
は
殆
ど
な

い
。唯
一
、常
子
と
赤
野
の
関
係
を
問
い
糾
そ
う
と
し
た
山
村
が
常
子
を
「
引
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張
つ
て
」「
自
分
の
部
屋
」
に
連
れ
て
来
る
場
面
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
常
子

を
こ
ち
ら
側
に
引
き
摺
り
出
そ
う
と
す
る
行
為
で
あ
り
、
山
村
が
常
子
の
部

屋
に
居
座
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
二
人
が
深
い
関
係
に
な
っ
て
か
ら
は
、
い

つ
も
「
入
ら
つ
し
や
い
」
と
い
う
言
葉
に
迎
え
ら
れ
て
常
子
が
山
村
の
部
屋

に
入
っ
て
く
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
、〈
屋
根
裏
〉
は
二
重
底
の
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
新
聞
記

者
と
し
て
外
の
世
界
に
生
き
る
山
村
が
帰
っ
て
く
る
自
室
も
ま
た
〈
屋
根

裏
〉
の
ひ
と
つ
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
こ
は
「
海
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

「
此
方
」
で
あ
り
、
赤
野
と
常
子
が
住
む
の
は
山
村
の
部
屋
よ
り
も
「
も
つ

と
汚
く
て
、
も
つ
と
惨
め
」
な
〈
屋
根
裏
〉
の
「
其
方
」
で
あ
る
。
山
村
は

都
合
の
よ
い
と
き
だ
け
「
其
方
」
か
ら
常
子
を
「
此
方
」
に
連
れ
出
し
、
欲

望
が
充
た
さ
れ
た
あ
と
は
再
び
「
其
方
」
に
彼
女
を
押
し
返
す
。
け
っ
し
て

二
人
で
外
の
世
界
に
出
か
け
よ
う
と
は
し
な
い
し
、
新
聞
記
者
と
し
て
の
自

分
に
関
わ
る
人
々
に
彼
女
を
会
わ
せ
よ
う
と
も
し
な
い
。「
い
い
眺
め
」
が

約
束
さ
れ
て
い
る
山
村
の
部
屋
は
、
明
ら
か
に
常
子
た
ち
の
そ
れ
と
は
違
う

空
間
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４

〈
屋
根
裏
〉
だ
け
で
成
立
す
る
恋

「
も
う
一
歩
だ
」
と
思
っ
て
相
手
の
表
情
を
窺
っ
て
い
た
山
村
は
、
常
子

の
な
か
に
「
暗
い
影
」
が
射
し
込
ん
で
い
る
こ
と
に
焦
燥
を
感
じ
て
気
持
ち

が
萎
え
て
し
ま
う
が
、
彼
女
は
そ
ん
な
山
村
に
向
け
て
「
ど
う
か
赤
野
の
前

で
は
、
何
も
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
ゐ
て
下
さ
い
ね
。
今
日
お
話
し
ま
し
た
事
な

ど
も
、
…
…
」
と
懇
願
す
る
。
誰
に
も
言
え
な
い
二
人
だ
け
の
秘
密
を
共
有

す
る
こ
と
で
、
逆
に
山
村
の
心
を
手
玉
に
取
る
。
常
子
が
帰
っ
た
あ
と
、
ひ

と
り
部
屋
に
取
り
残
さ
れ
た
山
村
は
、
心
の
な
か
で
「
秘
密
、
々
々
！
」
と

喝
采
し
、「
愚
か
し
さ
う
に
崩
れ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
自
分
の
顔
」
を
想
像

す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
章
の
末
尾
で
語
り
手
は
山
村
が
常
子
を
も
て
な
す
た
め

に
頼
ん
だ
鮨
に
焦
点
を
あ
て
、「
そ
こ
に
は
食
べ
残
り
の
鮨
が
、
煙
草
の
灰

に
ま
み
れ
て
転
が
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
一
節
を
書
き
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ

は
二
人
の
行
く
末
を
暗
示
す
る
予
兆
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の

「
鮨
」
に
は
、
手
に
入
れ
た
い
と
欲
情
し
て
い
る
と
き
に
は
殊
更
に
美
し
く

見
え
た
相
手
が
、
い
っ
た
ん
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
つ
ま
ら
な
い

も
の
に
見
え
て
し
ま
う
「
恋
」
の
カ
ラ
ク
リ
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
誘
惑
者

で
あ
る
山
村
が
身
銭
を
切
っ
て
買
っ
た
「
鮨
」
は
、
常
子
と
の
あ
い
だ
に
秘

密
の
共
有
が
完
成
し
た
途
端
、「
煙
草
の
灰
に
ま
み
れ
」
た
「
食
べ
残
り
」

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

常
子
と
の
関
係
が
親
密
に
な
る
に
従
っ
て
、
山
村
は
以
前
に
も
増
し
て
仕

事
に
身
が
入
ら
な
く
な
っ
て
い
く
。
山
村
は
、
と
き
に
「
快
活
で
馴
々
し
」

く
迫
っ
て
く
る
か
と
思
え
ば
、
と
き
に
「
他
所
々
々
し
く
振
舞
ふ
」
常
子
に

翻
弄
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
折
し
も
、
彼
が
記
事
を
書
い
て
い
た
労
働
者

が
怠
業
を
す
る
と
い
っ
て
騒
ぎ
出
す
事
件
が
起
こ
り
、
彼
は
取
材
の
た
め
工

場
を
訪
れ
る
の
だ
が
、
普
段
か
ら
い
い
加
減
な
記
事
ば
か
り
書
い
て
い
た
彼

は
「
昨
日
の
記
事
は
何
だ
、
ま
る
で
会
社
側
に
買
収
さ
れ
て
る
や
う
ぢ
や
な

い
か
？
」
と
言
い
寄
ら
れ
て
し
ま
う
。

怒
り
狂
う
労
働
者
の
群
れ
か
ら
や
っ
と
の
こ
と
で
逃
げ
た
山
村
は
、「
自

分
の
や
う
な
も
の
を
、
慰
め
て
く
れ
る
人
は
、
常
子
の
や
う
な
女
性
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
思
い
詰
め
、
涙
を
流
し
な
が
ら
、
い
つ
も
の
口
癖
で
あ
る

「
優
し
い
心
を
持
ち
な
が
ら
…
…
」
と
い
う
文
句
を
口
ず
さ
む
。「
も
つ
と
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学
問
の
あ
る
、
そ
し
て
も
つ
と
美
し
い
娘
」
が
現
れ
る
ま
で
は
、「
う
つ
か

り
恋
抔
を
打
明
け
な
い
方
が
い
ゝ
か
も
知
れ
な
い
」
な
ど
と
逡
巡
し
つ
つ
、

彼
女
の
な
ま
め
か
し
い
媚
態
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

全
身
を
震
わ
せ
な
が
ら
常
子
へ
の
思
い
を
伝
え
、「
立
入
つ
た
企
て
」
を

し
よ
う
と
す
る
山
村
に
対
し
て
、
彼
女
は
少
し
も
抵
抗
せ
ず
、「
あ
な
た
は

屹
度
、
途
中
で
私
見
た
い
な
も
の
は
お
厭
に
な
る
で
せ
う
、
私
、
屹
度
捨
て

ら
れ
る
に
違
ひ
な
い
ん
で
す
も
の
。
…
…
捨
て
ら
れ
た
ら
、
私
は
又
ど
ん
な

不
仕
合
せ
を
見
る
か
知
れ
ま
せ
ん
。」
と
答
え
る
。そ
の
素
振
り
を
み
て
「
あ

な
た
は
…
…
あ
な
た
は
、
初
恋
ぢ
や
な
い
ん
で
す
ね
！
」
と
叫
ぶ
山
村
に
、

呻
く
よ
う
に
「
済
み
ま
せ
ん
、
済
み
ま
せ
ん
…
…
」
と
謝
り
続
け
る
。

彼
女
が
「
処
女
」
で
は
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
山
村
は
、
心
の
な
か
で

「
…
…
何
と
い
ふ
不
幸
な
恋
だ
！
」
と
叫
び
、「
残
酷
」
な
運
命
を
呪
い
た

い
気
持
ち
に
な
る
。だ
が
、こ
こ
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
し
ょ

ん
ぼ
り
と
俯
向
い
て
坐
つ
て
ゐ
る
」
常
子
を
「
醜
悪
」
に
思
い
つ
つ
、
彼
の

な
か
に
そ
れ
と
は
真
逆
の
感
情
が
芽
生
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
と
き
、

語
り
手
は
山
村
の
内
面
を
「
彼
女
が
汚
れ
て
ゐ
よ
う
と
も
、
又
ど
ん
な
に
値

打
の
な
い
女
で
あ
ら
う
と
も
、一
度
心
の
奥
に
摑
ん
だ
女
を
手
離
す
こ
と
は
、

そ
し
て
い
つ
又
別
の
女
が
得
ら
れ
よ
う
か
と
思
ふ
と
、
そ
れ
は
堪
へ
ら
れ
な

い
苦
痛
に
違
ひ
な
か
つ
た
。」
と
描
写
す
る
。
彼
は
、
常
子
の
過
去
を
不
問

に
付
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
値
打
の
な
い
女
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
「
燃

え
上
つ
た
情
熱
」
を
好
き
な
よ
う
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
打
算
の
も
と
で
常
子
を
自
分
の
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。

や
が
て
二
人
は
日
常
的
に
肉
体
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
山
村
は
常
子

に
慰
撫
さ
れ
る
こ
と
で
「
浮
世
」
の
苦
し
み
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
。
語
り
手

は
二
人
の
情
事
を
描
写
し
た
り
は
せ
ず
、「
唯
一
つ
確
な
こ
と
は
、
彼
女
が

情
事
に
於
い
て
は
、
特
に
大
人
で
あ
る
こ
と
だ
つ
た
。」
と
だ
け
記
す
。
こ

こ
で
の
山
村
は
、
明
ら
か
に
常
子
の
性
の
虜
に
な
り
下
が
っ
て
い
る
。
彼
女

が
ひ
と
た
び
「
憂
鬱
」
な
表
情
を
見
せ
れ
ば
、「
あ
な
た
は
、
以
前
の
恋
人

の
こ
と
を
考
へ
て
ゐ
る
ん
で
す
ね
？
」
と
嫉
妬
し
、
お
互
い
を
「
何
か
深
い

秘
密
で
隔
て
ゝ
ゐ
る
」
境
界
に
気
づ
か
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
「
神
秘
的
な
魅

力
」
と
受
け
止
め
て
し
ま
う
よ
う
な
心
性
が
彼
の
な
か
で
駆
動
し
始
め
る
。

自
分
が
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
「
彼
女
の
心
が
決
し
て
自
分
か
ら
離
れ
な
い

と
い
ふ
確
證
」
を
得
る
ま
で
常
子
を
虐
げ
な
け
れ
ば
気
が
済
ま
な
く
な
っ
て

い
く
。
と
き
に
は
「
あ
な
た
の
先
の
恋
人
と
い
ふ
の
は
、
一
体
ど
う
い
ふ
人

な
ん
で
す
、
結
婚
し
て
ゐ
た
ん
で
す
か
？
…
…
」
な
ど
と
詰
問
し
、
常
子
が

泣
き
出
す
の
を
嗜
虐
的
に
見
つ
め
た
り
も
す
る
。
彼
は
い
つ
の
間
に
か
「
優

し
い
心
」
を
見
失
い
、
常
子
を
苛
め
抜
く
こ
と
で
し
か
愛
せ
な
い
関
係
に

陥
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
束
縛
が
よ
り
強
く
な
る
の
は
、
常
子
が
外
の
世
界
と
関
わ
ろ
う

と
す
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
女
が
母
親
に
手
紙
を
書
こ
う
と
し
て
い

る
と
き
も
、
階
下
の
女
房
と
話
し
込
ん
で
い
る
と
き
も
、
な
ぜ
か
山
村
は
そ

の
姿
に
苛
立
ち
を
覚
え
て
い
る
。二
人
が
別
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
日
も
、

常
子
は
珍
し
く
赤
野
と
と
も
に
買
い
物
に
出
掛
け
て
い
る
。
常
子
を
〈
屋
根

裏
〉
の
中
で
可
愛
が
る
こ
と
に
悦
び
を
感
じ
る
山
村
に
と
っ
て
、
彼
女
が
外

に
出
か
け
た
り
外
と
つ
な
が
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、
少
し
も
面
白
い
こ
と
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
作
品
は
後
半
部
分
に
お
い
て
更
な
る
展
開
を
見
せ
る
。
―
―

あ
る
日
、
常
子
と
の
情
交
に
身
も
心
も
擦
り
減
り
「
神
経
の
尖
つ
て
行
く
の

を
感
じ
た
」
山
村
が
、
早
々
と
布
団
に
入
っ
て
身
体
を
休
め
よ
う
と
し
て
い

た
と
こ
ろ
、
彼
の
耳
に
隣
室
の
話
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。
兄�

妹�

が
「
俺
の
事
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で
も
話
し
は
し
な
い
か
」
と
思
っ
た
山
村
は
、「
そ
つ
と
隣
室
と
の
境
目
の

襖
の
傍
」
に
忍
び
寄
り
、
襖
に
耳
を
あ
て
る
。
す
る
と
、
隣
室
か
ら
常
子
の

囁
き
が
聞
こ
え
て
く
る
。

―
―
彼
は
は
ツ
と
し
て
息
が
止
ま
つ
た
か
と
思
つ
た
、
体
中
が
出
来
る

だ
け
の
細
か
い
、
早
い
震
動
を
も
つ
て
震
へ
出
し
た
、
畳
に
突
い
た
両

手
が
、
そ
し
て
両
膝
が
砕
け
は
し
な
い
か
と
思
は
れ
た
。
何
と
い
ふ
隣

室
の
気
配
だ
つ
た
ら
う
？

次
の
瞬
間
、
彼
は
体
中
が
恥
で
真
赤
に
な

つ
た
や
う
な
気
が
し
た
、
突
然
喚
き
出
し
た
い
気
が
し
た
、
何
物
か
を
、

腹
一
ぱ
い
の
声
で
叱
咤
し
た
い
気
が
し
た
、
そ
し
て
体
の
震
へ
は
少
し

も
止
ま
ら
な
か
つ
た
。
…
…
／
即
ち
、
赤
野
と
常
子
と
は
兄
妹
で
は
な

か
つ
た
の
で
あ
る
。
／
「
あ
な
た
！
」
と
彼
の
耳
元
で
囁
く
の
と
、
同

じ
常
子
の
言
葉
！
…
…

こ
こ
で
の
襖
は
、
常
子
と
自
分
を
隔
て
る
仕
切
り
で
あ
る
と
同
時
に
、
向

こ
う
側
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
情
事
の
気
配
を
濃
厚
に
漂
わ
せ
る
接
点
と

し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
明
か
り
や
声
は
洩
れ
て
く
る
が
相
手
の
姿
を
直
視

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
襖
は
、
ま
さ
に
見
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
妄
想
を
掻

き
立
て
る
装
置
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

常
子
が
初
め
か
ら
自
分
を
騙
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
山
村
は
、
布
団
に

潜
り
込
ん
で
「
糞
、
獣
め
、
獣
め
！
」、「
獣
め
、
許
す
も
の
か
、
許
す
も
の

か
！
」
と
叫
び
続
け
る
が
、
や
が
て
い
つ
も
の
嗜
虐
的
な
気
持
ち
を
取
り
戻

す
と
、「
覚
え
て
ゐ
や
が
れ
、
明
日
、
赤
野
が
出
て
行
つ
た
後
で
、
常
子
を

引
き
ず
り
倒
し
て
、
こ
の
世
の
中
の
一
番
侮
辱
の
言
葉
を
浴
び
せ
掛
け
て
や

る
ぞ
」
と
思
う
よ
う
に
な
る
。「
彼
女
を
切
々
に
粉
砕
」
し
た
い
と
い
う
衝

動
と
自
分
の
怒
り
に
見
合
う
だ
け
の
「
慰
め
」
を
期
待
す
る
心
が
交
錯
す

る
。
山
村
は
、
こ
こ
で
も
「
苛
め
」
る
こ
と
と
「
慰
め
」
を
受
け
る
こ
と
の

等
価
交
換
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。

翌
日
、
暴
力
的
な
態
度
で
詰
め
寄
っ
て
赤
野
と
の
関
係
を
問
い
糾
し
た
山

村
に
対
し
て
、常
子
は
落
ち
着
き
払
っ
た
態
度
で
「
夫
婦
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
、

又
恋
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
る
。
そ
し
て
、
覚
悟
を
決
め
た
か
の
よ
う

に
、「
私
の
身
分
は
、
戸
籍
謄
本
を
見
て
下
さ
れ
ば
、
そ
し
て
少
し
調
べ
た

ら
分
る
ん
で
す
か
ら
…
…
え
ゝ
、
ど
う
せ
遅
か
れ
早
か
れ
、
あ
な
た
に
捨
て

ら
れ
る
の
は
分
つ
て
ゐ
た
ん
で
す
」
と
語
り
始
め
る
。
た
だ
し
、
こ
の
作
品

で
は
、
常
子
の
境
遇
が
直
接
話
法
で
は
な
く
語
り
手
に
よ
る
間
接
話
法
で
示

さ
れ
る
。
彼
女
の
「
途
切
れ
途
切
れ
」
の
言
葉
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
要
約

さ
れ
た
か
た
ち
で
読
者
の
も
と
に
届
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

―
―
彼
女
は
穢
多
な
の
で
あ
つ
た
、
ど
う
し
て
相
当
な
農
家
に
生
れ
た

赤
野
が
、
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
彼
女
と
関
係
し
て
、
そ
し
て
後
悔
し
た

か
、
そ
の
為
に
彼
が
故
郷
を
出
奔
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
、
又

大
き
な
屠
牛
場
の
持
主
で
、
金
持
で
あ
る
家
の
娘
で
あ
り
な
が
ら
、
常

子
は
好
い
て
も
居
な
か
つ
た
赤
野
と
そ
ん
な
事
に
な
つ
た
か
―
―
実

際
、
彼
女
は
少
し
も
赤
野
を
愛
し
て
は
ゐ
な
い
の
だ
が
、
さ
う
い
ふ
呪

は
れ
た
種
族
の
娘
に
生
れ
た
と
い
ふ
だ
け
で
、
そ
ん
な
男
の
出
来
心
に

縋
つ
て
ゞ
も
、
さ
う
い
ふ
呪
は
れ
た
身
分
か
ら
逃
れ
た
か
つ
た
の
で
あ

つ
た
、
し
て
見
る
と
、
恐
ら
く
穢
多
の
娘
で
あ
る
と
い
ふ
運
命
か
ら
脱

け
出
し
た
い
と
彼
女
が
一
所
懸
命
に
願
ふ
限
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
彼
女

の
両
親
た
ち
が
彼
女
の
為
に
望
む
と
こ
ろ
で
あ
る
限
り
、
彼
女
は
何
処

ま
で
も
、
地
球
の
果
ま
で
も
、
赤
野
の
一
旦
の
過
ち
を
種
に
し
て
、
彼
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に
し
が
み
付
い
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
で
あ
つ
た
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
事
柄
は
、
必
ず
し
も
「
穢
多
」

の
実
態
を
赤
裸
々
に
描
き
出
そ
う
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

日
本
社
会
に
お
け
る
被
差
別
部
落
を
批
判
し
た
り
過
酷
な
境
遇
に
育
っ
た
彼

女
に
安
易
な
同
情
を
寄
せ
た
り
す
る
文
面
で
も
な
い
。
常
子
が
山
村
に
語
っ

た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
記
す
の
で
は
な
く
、
語
り
手
の
言
葉
と
し
て
読
者
に
説

明
す
る
よ
う
な
書
き
方
が
な
さ
れ
た
の
も
、
そ
う
し
た
過
剰
な
身
振
り
を
抑

制
す
る
た
め
だ
ろ
う
。

だ
が
、
故
郷
を
「
出
奔
」
し
な
け
れ
ば
「
呪
は
れ
た
身
分
」
か
ら
逃
れ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
彼
女
が
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
赤
野
に
し
が
み
付
い

て
き
た
の
か
を
想
像
す
る
こ
と
は
で
き
る
。「
呪
は
れ
た
身
分
」
か
ら
抜
け

出
す
た
め
に
自
分
の
身
体
を
赤
野
に
与
え
て
き
た
彼
女
の
強
靱
な
意
思
を
感

じ
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
常
子
に
と
っ
て
の
媚
態
と
は
、
ま
さ
に
自
分
が
生

き
延
び
て
い
く
た
め
に
習
得
し
た
技
巧
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、〈
屋
根
裏
〉
と
い
う
比
喩
は
山
村
の
妄
想
世
界
で
あ
る
と
同

時
に
日
本
社
会
の
暗
部
の
表
象
と
も
な
る
。
常
子
は
山
村
に
妄
想
さ
れ
る
主

体
で
あ
る
と
同
時
に
、「
穢
多
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
担
わ
さ
れ
て
き
た
過

酷
な
現
実
を
一
身
に
引
き
受
け
る
存
在
と
し
て
〈
屋
根
裏
〉
に
棲
息
し
続
け

る
の
で
あ
る
。
山
村
は
そ
ん
な
常
子
と
と
も
に
〈
屋
根
裏
〉
を
享
受
し
た

が
っ
て
い
る
。
赤
野
の
よ
う
に
常
子
を
引
き
受
け
た
い
の
で
は
な
く
、〈
屋

根
裏
〉
の
外
に
広
が
る
世
界
に
生
き
な
が
ら
、
時
々
自
分
が
必
要
と
し
た
と

き
だ
け
〈
屋
根
裏
〉
を
訪
れ
、そ
の
甘
い
蜜
を
味
わ
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

彼
は
ま
さ
に
誰
に
も
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
〈
屋
根
裏
〉
の
内
と
外
を
往
還
す

る
存
在
に
な
り
た
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
屋
根
裏
の
恋
人
」
を
こ
こ
ま
で
読
み
進
め
て
き
た
読
者
は
、

作
品
の
冒
頭
部
分
で
「
煙
草
の
煙
と
、
埃
と
が
一
つ
に
な
つ
て
、
も
や
〳
〵

と
部
屋
の
な
か
に
立
ち
こ
め
て
ゐ
る
」
カ
フ
エ
ー
に
身
を
置
い
た
山
村
が
、

我
々
は
「
ど
ん
な
女
を
で
も
恋
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
考
え
て
い
た
こ
と

を
思
い
出
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
山
村
は
、「
恋
」
の
相
手

は
「
女
学
生
か
、
人
妻
か
、
未
亡
人
か
、
商
売
女
か
、
或
ひ
は
黒
ん
ぼ
か
」

と
呟
き
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
女
が
そ
の
対
象
に
な
り
得
る
と
考
え
て
い
る
。

だ
が
、
こ
こ
に
常
子
の
よ
う
な
境
遇
の
女
は
登
場
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

常
子
の
告
白
は
山
村
が
そ
れ
ま
で
の
人
生
の
な
か
で
蓄
積
し
て
き
た
経
験
が

ま
っ
た
く
役
に
立
た
な
い
想
定
外
の
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
。逆
に
い
え
ば
、

想
像
す
る
こ
と
す
ら
叶
わ
な
い
過
酷
な
現
実
が
根
深
く
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

５

終
わ
る
こ
と
の
な
い
〈
屋
根
裏
〉
の
世
界

常
子
の
告
白
を
聞
か
さ
れ
た
山
村
は
、
再
び
「
気
の
抜
け
た
人
の
や
う
な

状
態
」
で
新
聞
記
者
生
活
を
続
け
る
。
つ
い
二
三
日
前
ま
で
「
慰
め
合
つ
た

り
、
い
が
み
合
つ
た
り
」
し
て
き
た
こ
と
が
嘘
の
よ
う
に
、
彼
女
を
避
け
る

日
々
が
続
く
。
だ
が
、
そ
ん
な
山
村
を
置
き
去
り
に
す
る
か
の
よ
う
に
、
常

子
は
「
け
ろ
り
と
し
た
顔
」
で
下
の
女
房
と
の
無
駄
話
に
興
じ
る
。
隣
室
に

い
る
彼
女
の
「
吐
息
」
ま
で
「
は
つ
き
り
と
記
憶
の
中
に
目
覚
め
て
来
る
」

よ
う
な
気
が
し
た
山
村
は
、
心
の
な
か
で
「
あ
ん
な
女
、
も
う
あ
ん
な
女
に

拘
り
合
つ
て
は
な
ら
な
い
、」
と
叫
び
な
が
ら
彼
女
の
記
憶
を
頭
の
外
に
追

い
出
そ
う
と
す
る
。

だ
が
、
そ
ん
な
抵
抗
も
虚
し
く
、
常
子
の
「
幻
想
」
は
「
昔
よ
り
一
層
複
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雑
な
魅
力
を
加
へ
」
な
が
ら
山
村
を
襲
撃
す
る
。
山
村
は
「
い
つ
そ
の
事
、

此
方
も
相
手
の
弱
点
に
つ
け
込
ん
で
、彼
女
を
散
々
に
弄
ん
で
や
ら
う
か
？
」

と
考
え
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
山
村
の
行
動
パ
タ
ー
ン
は
同
じ
こ
と
の

繰
り
返
し
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
ば
、
山
村
は
、

夜
遅
く
ま
で
眠
れ
な
い→

寝
坊
す
る→

警
察
署
行
き
を
怠
け
る→

他
社
の
新

聞
を
確
認
す
る
ま
で
の
不
安→

安
堵→

退
勤→

妄
想→

夜
遅
く
ま
で
眠
れ
な

い
と
い
う
悪
循
環
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
。常
子
と
の
関
係
性
に
お
い
て
も
、

山
村
が
常
子
を
問
い
詰
め
る→
常
子
が
泣
い
て
山
村
も
泣
く→

再
び
常
子
へ

の
思
い
が

る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。

さ
ら
に
、こ
う
し
た
反
復
性
は
表
現
の
レ
ベ
ル
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。

作
品
内
に
は
同
じ
言
葉
を
二
度
繰
り
返
す
リ
フ
レ
イ
ン
が
多
用
さ
れ
て
い
る

の
だ
。「
い
け
ま
せ
ん
、
い
け
ま
せ
ん
、」、「
い
け
な
い
、
い
け
な
い
、」「
恋

が
な
い
、
あ
ゝ
、
恋
が
な
い
、」、「
面
白
い
で
す
ね
、
そ
れ
は
面
白
い
」
と

い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。ま
た
、地
の
文
で
は
「
い
ろ
〳
〵
」、「
も
や
〳
〵
」、

「
ぐ
づ
〳
〵
」、「
ガ
ン
ガ
ラ
〳
〵
」
と
い
っ
た
踊
り
字
が
頻
出
す
る
。
同
じ

こ
と
を
繰
り
返
し
続
け
る
モ
チ
ー
フ
が
こ
の
作
品
に
は
あ
る
の
だ
。そ
し
て
、

そ
れ
は
山
村
の
人
間
性
の
象
徴
で
も
あ
る
。
彼
は
あ
る
意
味
、
学
習
し
な
い

主
人
公
と
し
て
作
品
内
に
君
臨
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な

山
村
の
愚
昧
さ
を
鮮
や
か
に
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
作
品
の
ラ
ス
ト
シ
ー

ン
に
は
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
。

―
―
あ
あ
、
い
け
な
い
、
い
け
な
い
、
と
そ
こ
で
彼
は
又
激
し
く
頭
を

振
つ
て
、
決
心
し
た
や
う
に
立
上
つ
て
、
出
勤
す
る
為
に
押
入
か
ら
洋

服
を
出
し
て
ゐ
る
時
、
隣
室
か
ら
常
子
の
わ
ざ
と
ら
し
い
咳
払
ひ
の
声

が
聞
え
て
来
た
。
す
る
と
、
忽
ち
彼
は
合
図
を
聞
い
た
恋
人
の
や
う
に

立
上
つ
た
。そ
し
て
こ
れ
は
彼
の
所
謂
優
し
い
心
が
さ
う
さ
せ
る
の
か
、

そ
れ
と
も
棄
鉢
な
心
が
さ
う
さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
は
彼
自
身
に
も
分
ら

な
か
つ
た
、
何
故
と
云
つ
て
、「
い
け
な
い
、
い
け
な
い
！
」
と
彼
は

口
の
中
で
呟
き
な
が
ら
、
い
つ
の
間
に
か
彼
の
足
は
境
の
襖
の
方
に
歩

い
て
行
つ
て
、彼
の
手
は
そ
の
襖
の
引
手
に
掛
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。

…
…

常
子
を
嫌
い
に
な
っ
て
し
ま
い
た
い
と
思
い
つ
つ
、
彼
女
と
の
濃
密
な
関

係
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
山
村
は
、
ま
た
し
て
も
煩
悶
し
て
い
る
。「
あ

あ
、
い
け
な
い
、
い
け
な
い
」
と
頭
を
振
っ
て
み
て
も
、
彼
女
の
幻
影
を
追

い
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
一
方
の
常
子
は
、
自
分
に
未
練
を
も
っ
て

い
る
山
村
が
再
び
襖
に
手
を
掛
け
る
こ
と
を
予
測
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

「
わ
ざ
と
ら
し
い
咳
払
ひ
」
を
す
る
。
か
つ
て
、
自
分
の
頭
の
な
か
に
妄
想

と
し
て
の
〈
屋
根
裏
〉
を
構
築
し
、
常
子
を
都
合
よ
く
扱
お
う
と
し
て
い
た

山
村
の
面
影
は
も
う
ど
こ
に
も
な
い
。二
人
の
関
係
性
は
鮮
や
か
に
反
転
し
、

山
村
が
常
子
を
呼
び
寄
せ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
山
村
が
常
子
の
待
つ

〈
屋
根
裏
〉
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
て
い
く
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
う

し
て
彼
は
禁
断
の
扉
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
襖
」
に
手
を
掛
け
、〈
屋
根
裏
〉

の
境
界
を
見
失
う
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
堀
木
克
三
「
今
月
の
創
作
界
（
四
）」（『
時
事
新
報
』
大
正
十
一
年
二

月
五
日
）

（
２
）
藤
森
淳
三
「
新
年
の
文
壇
（
三
）」（『
国
民
新
聞
』
大
正
十
一
年
一
月
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三
日
）

（
３
）
逸
平
「
批
評

我
国
文
壇
の
光
栄

宇
野
―
―
芥
川
―
―
室
生
」（『
種

蒔
く
人
』、
種
蒔
き
社
、
大
正
十
一
年
二
月
）

（
４
）
作
者
・
宇
野
浩
二
は
「
国
境
の
峠
に
濺
ぐ
涙
の
雨
」（『
少
女
の
友
』
大

正
四
年
八
月
、
の
ち
「
国
境
の
峠
に
泣
く
」
と
改
題
）
に
も
、
父
親
の
許

し
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
町
の
学
校
に
行
け
な
か
っ
た
「
穢
多
」
の

娘
・
お
と
き
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
村
の
尋
常
小
学
校
を
出
た
後
、「
他

所
の
、
立
派
な
村
」
に
あ
る
高
等
小
学
校
に
親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
進

学
し
た
お
と
き
は
、「「
穢
多
の
娘
」
と
指
さ
し
ゝ
て
聞
こ
え
よ
が
し
に
嘲

ら
れ
る
」
な
ど
、
辛
い
目
に
遭
う
。

※

本
論
に
は
不
適
切
な
表
現
が
含
ま
れ
る
が
、
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
時
代

の
社
会
背
景
を
知
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
本
文

を
読
み
解
く
た
め
の

に
な
る
表
現
で
あ
る
た
め
、
原
文
を
そ
の
ま
ま
引

用
し
て
い
る
。（

う
さ
が
わ

か
な
こ

本
学
文
学
部
文
学
科
日
本
文
学
専
修
）
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