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一　
「
二
つ
の
手
紙
」
に
つ
い
て

　

芥
川
龍
之
介
の
「
二
つ
の
手
紙
」
は
大
正
六
年
九
月
、
雑
誌
「
黒
潮
」
第
二

巻
第
九
号
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
の
年
芥
川
は
「
中
央
公
論
」
に
「
偸
盗
」
を
掲

載
し
て
い
る
が
、「
偸
盗
」
が
作
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
ず
、
何
度
も
改
作
の

意
欲
を
み
せ
な
が
ら
も
、
生
前
は
単
行
本
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。「
二
つ
の
手
紙
」
は
そ
う
し
た
「
偸
盗
」
の
後
に

発
表
さ
れ
た
ま
と
ま
っ
た
小
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
間
、
五
月
に
は

阿
蘭
陀
書
房
か
ら
初
め
て
の
単
行
本
『
羅
生
門
』
が
刊
行
さ
れ
、
ま
た
六
月

二
七
日
に
は
江
口
渙
と
佐
藤
春
夫
が
中
心
と
な
り
『
羅
生
門
』
出
版
記
念
会
が

催
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
作
者
の
中
に
機
を
新
た
に
す
る
思
い
も
あ
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。
が
、
松
岡
譲
に
宛
て
た
七
月
二
六
日
付
け
の
書
簡（
１
）を
見
れ
ば
、

「
偸
盗
は
と
て
も
書
き
直
せ
切
れ
な
い
か
ら
今
年
一
ぱ
い
延
期
し
て
九
月
は
新

し
い
も
の
を
二
つ
出
さ
う
と
思
つ
て
ゐ
る　

が
、
例
に
よ
つ
て
間
に
合
は
せ
仕

事
に
な
ら
な
け
れ
ば
好
い
と
思
つ
て
心
配
し
て
ゐ
る
」
と
あ
り
、
作
家
と
教
師

と
の
二
足
の
わ
ら
じ
を
履
き
短
い
夏
休
み
に
原
稿
執
筆
に
呻
吟
す
る
当
時
の
芥

川
の
姿
が
透
か
し
見
え
も
す
る
。

　

九
月
に
発
表
さ
れ
た
の
は
「
二
つ
の
手
紙
」
と
「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」

（「
中
央
公
論
」
第
三
二
年
第
一
〇
号
）
で
、
後
者
が
し
ば
し
ば
好
評
を
得
た

の
に
対
し
て
前
者
の
評
判
は
芳
し
く
な
か
っ
た
。
同
時
代
評
と
し
て
引
か
れ
る

こ
と
の
多
い
江
口
渙
の
「
九
月
の
小
説
と
戯
曲（
２
）」（「

帝
国
文
学
」
第
二
三
巻
第

一
〇
号
、
大
正
六
年
一
〇
月
）
を
改
め
て
引
く
と
、「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」

に
つ
い
て
は
「
此
一
篇
は
疑
も
な
く
芥
川
君
の
今
迄
書
い
た
も
の
ゝ
中
で
最
も

芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
論

O
n A
kutagaw

a Ryuunosuke’s 

‶Futatsu no T
egam

i

”

 

西
田
一
豊

 
N
ISH
ID
A
 K
azutoyo

要
旨　

本
論
で
は
「
二
つ
の
手
紙
」
で
用
い
ら
れ
た
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
草
稿
と
の
比
較
を
行
い
、
ま
た
語
り
の
分
析
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
作
業
を

通
じ
「
二
つ
の
手
紙
」
に
お
け
る
語
り
の
方
法
の
特
徴
を
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
草
稿
と
の
比
較
で
は
、
語
り
手
自
身
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象

の
幻
視
か
ら
、
妻
に
よ
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
の
発
現
へ
と
変
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
佐
々
木
の
語
り
の
方
法
が
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
現
象
の
ま
こ
と
し
や
か
な
報
告
に
付
け
加
え
て
佐
々
木
は
必
ず
そ
れ
を
相
対
化
さ
せ
る
「
世
間
」
の
噂
を
並
置
す
る
こ
と
で
、
常
に
言
説
を
二
重
化
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
得
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
「
二
つ
の
手
紙
」
は
佐
々
木
の
語
り
を
絶
対
化
し
え
な
い
二
重
化
し
た
言
説
を
持
つ
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
方
法
が
、「
二
つ
の
手
紙
」
以
後
の
テ
ク
ス
ト
「
地
獄
変
」
で
の
語
り
の
方
法
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
も
検
証
し
た
。
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傑
れ
た
作
で
あ
り
同
時
に
又
今
秋
の
文
壇
の
最
も
傑
れ
た
収
穫
で
あ
る
」
と
絶

賛
す
る
一
方
で
、「
二
つ
の
手
紙
」
に
つ
い
て
は
「
芥
川
君
と
し
て
は
蓋
し
好

く
な
い
作
で
あ
る
。
思
ひ
つ
き
と
し
て
は
一
寸
面
白
い
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ

の
思
ひ
つ
き
に
対
す
る
作
者
の
態
度
が
し
つ
か
り
と
確
定
し
て
ゐ
な
か
つ
た
為

め
充
分
の
効
果
が
現
れ
て
ゐ
な
い
。」
と
失
敗
作
の
烙
印
が
押
さ
れ
て
い
る
。

同
じ
江
口
渙
の
「
東
京
日
々
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
芥
川
君
の
作
品
」（
大

正
六
年
六
月
二
八
日
〜
二
九
日
・
七
月
一
日
）
に
あ
る
「
然
し
私
が
特
に
不
満

に
感
じ
る
の
は
描
か
れ
た
る
そ
の
心
理
が
善
の
場
合
に
も
悪
の
場
合
に
も
単
な

る
普
通
の
善
又
は
悪
を
唯
其
儘
の
質
に
於
い
て
拡
大
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
事

で
あ
る
。
少
し
も
病
的
な
処
没
常
識
的
な
処
の
な
い
事
で
芥
川
君
が
と
か
く
作

の
基
調
に
熱
と
力
と
を
欠
く
の
は
是
に
も
半
因
す
る
の
で
あ
る
。」
と
い
う
一

種
の
注
文
へ
の
応
答
が
「
二
つ
の
手
紙
」
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
江
口

に
よ
っ
て
そ
れ
は
素
気
な
く
も
否
定
さ
れ
た
形
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
「
芥
川

君
の
作
品
」
で
は
「
病
的
な
処
没
常
識
的
な
処
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
も
思
え

る
「
忠
義
」（「
黒
潮
」
第
二
巻
第
三
号
、
大
正
六
年
三
月
）
に
つ
い
て
「
板
倉

主
理
の
狂
乱
が
性
格
的
で
あ
る
か
境
遇
的
で
あ
る
か
必
然
で
あ
る
か
偶
発
で
あ

る
か
が
不
明
な
た
め
、
作
者
の
倫
理
的
批
判
の
立
脚
地
が
薄
弱
に
感
ぜ
ら
れ

る
。」
と
評
し
て
お
り
、
作
者
の
「
態
度
」
や
「
立
脚
地
」
な
ど
が
常
に
問
題

と
な
る
江
口
の
批
判
態
度
は
、
両
作
品
を
通
じ
て
一
貫
し
て
は
い
る
。

　

江
口
に
よ
っ
て
「
一
寸
は
面
白
い
」
だ
け
で
「
効
果
が
現
れ
て
ゐ
な
い
」
と

批
判
さ
れ
た「
二
つ
の
手
紙
」に
お
け
る
趣
向
だ
が
、そ
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

と
い
う
「
病
的
な
」
心
理
な
い
し
は
現
象
は
、
後
年
再
び
芥
川
の
テ
ク
ス
ト
に

表
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
代
評
と
は
異
な
る
評
価
を
研
究
史
に
も
た
ら

す
こ
と
に
な
っ
た
。
例
え
ば
海
老
井
英
次
氏（
３
）は
「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
陥
穽

―
精
神
病
理
学
的
研
究
の
必
要
性
―
」
に
お
い
て
「
二
重
身
」
と
い
う
問
題
に
、

「「
個
性
」
と
い
う
近
代
芸
術
家
に
と
っ
て
の
神
話
の
終
焉
を
告
げ
る
ゆ
ゆ
し

き
事
態
」
を
読
み
取
り
、
そ
れ
が
「
歯
車
」
に
お
い
て
形
象
化
さ
れ
た
と
し
て

い
る
。
同
様
に
西
村
早
百
合
氏（

４
）は

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
に
「
人
間
存
在
の
不
可

解
さ
に
対
す
る
戦
慄
」
を
見
、
そ
れ
が
後
年
の
芥
川
テ
ク
ス
ト
へ
と
「
共
鳴
」

し
て
お
り
、
ゆ
え
に
「
二
つ
の
手
紙
」
に
は
「
芥
川
文
芸
を
貫
く
核
心
」
が
認

め
ら
れ
る
と
読
む
。
一
作
品
に
使
用
さ
れ
た
趣
向
と
作
家
の
思
想
性
と
の
相
同

は
よ
り
慎
重
な
手
続
き
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
と
ド
ッ
ペ

ル
ゲ
ン
ガ
ー
に
関
し
て
言
え
ば
、芥
川
自
身
の
し
ば
し
ば
の
言
及
か
ら
、「
作
者
」

と
い
う
読
解
格
子
の
有
効
性
は
充
分
検
証
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
芥
川
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
主
要
な
問
題
系
を
作
っ
て
い
る
典
拠
の

存
在
は
、「
作
者
」
と
い
う
読
解
格
子
に
あ
る
種
の
相
対
性
を
持
ち
込
む
こ
と

に
も
な
る
だ
ろ
う
。「
二
つ
の
手
紙
」に
関
し
て
は
、既
に
森
鴎
外『
諸
国
物
語
』

（
大
正
四
年
一
月
、
国
民
文
庫
刊
行
会
）
に
収
め
ら
れ
た
シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
「
ア

ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
ル
が
遺
書
」
と
の
類
似
が
指
摘（
５
）さ
れ
て
き
た
。
ま

た
近
年
で
は
今
野
喜
和
人
に
よ
っ
て
「
二
つ
の
手
紙
」
中
、
典
拠
不
明
と
さ
れ

て
き
た
箇
所
が
ク
ロ
ウ
夫
人
の
『
自
然
の
夜
の
側
面
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ

と
が
証
さ
れ
た（
６
）。

ま
た
渡
邉
正
彦
氏（

７
）は

芥
川
の
「
椒
図
志
異
」
に
「
二
つ
の
手

紙
」
で
採
用
さ
れ
た
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
出
現
場
面
と
同
様
の
モ
チ
ー
フ
が
見

出
せ
る
と
し
て
い
る
。
作
家
に
沿
っ
て
ま
と
め
直
せ
ば
怪
談
・
奇
談
に
元
来
興

味
の
あ
っ
た
芥
川
が
、
い
つ
か
の
時
点
で
『
自
然
の
夜
の
側
面
』
を
読
み
、
そ

れ
を
「
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
マ
タ
イ
エ
ル
が
遺
書
」
と
同
様
の
形
式
で
小
説
化
を

試
み
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
に
作
家
の
思
想
性
を
読
み
取
る
か
否
か

が
先
の
作
家
論
的
先
行
論
と
の
相
異
に
な
る
。

　

ま
た
こ
う
し
た
典
拠
に
よ
る
相
対
化
と
は
別
に
時
代
言
説
と
対
照
す
る
こ
と

に
よ
り
、「
二
つ
の
手
紙
」
の
大
正
年
間
に
お
け
る
言
説
布
置
を
探
ろ
う
と
す
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る
試
み
も
あ
る
。
一
柳
廣
孝
氏（
８
）は
芥
川
と
大
正
年
間
に
お
け
る
「
探
偵
小
説
」

の
言
説
の
関
連
を
追
い
な
が
ら
、
ま
た
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
心
霊
学
を
通
じ

て
得
ら
れ
る
解
釈
コ
ー
ド
の
合
理
性
か
ら
「
二
つ
の
手
紙
」
を
「
分
身
怪
談
系

探
偵
小
説
」
と
位
置
づ
け
る
。
あ
る
い
は
「
二
つ
の
手
紙
」
に
見
出
せ
る
「
狂

気
」
の
言
説
と
「
手
紙
」
と
い
う
形
式
が
孕
み
持
つ
、
他
者
へ
の
欲
望
と
そ
の

消
費
形
態
を
同
時
代
言
説
の
中
に
跡
づ
け
な
が
ら
、
読
者
の
「
欲
望
」
を
炙
り

出
す
西
山
康
一
氏（
９
）の
試
み
や
、「
分
身
小
説
」
と
い
う
文
化
コ
ー
ド
の
中
に
お

け
る
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
位
相
を
定
め
よ
う
と
す
る
渡
邉
正
彦
氏）

10
（

の
論
考
も
同
様

の
意
義
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

あ
る
い
は
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
出
現
を
語
る
「
二
つ
の
手
紙
」
の
語
り
手

佐
々
木
信
一
郎
を
め
ぐ
る
異
常
／
正
常
の
境
界
に
潜
伏
す
る
権
力
構
造
を
指
摘

す
る
畑
中
理
恵
氏）
11
（

の
、
佐
々
木
の
「
手
紙
」
を
紹
介
す
る
「
予
」
の
語
り
に
付

随
す
る
あ
る
種
の
政
治
性
の
剔
抉
は
、
研
究
者
自
身
の
分
析
・
解
釈
態
度
へ
の

警
鐘
と
も
な
り
、「
二
つ
の
手
紙
」
を
め
ぐ
る
研
究
言
説
の
細
緻
化
と
、
同
時

代
評
に
見
た
江
口
の
評
か
ら
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
を
め
ぐ
る
分

析
領
野
の
広
が
り
を
示
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
先
に
引
い
た
海
老
井
氏
が

「
二
つ
の
手
紙
」
に
お
け
る
佐
々
木
の
一
人
称
独
白
の
揺
ら
ぎ
、
な
い
し
は
テ

ク
ス
ト
の
空
白
か
ら
導
か
れ
る
読
者
の
「
読
み
」
の
幅
を
指
摘
し
「
む
し
ろ
読

者
に
期
待
さ
れ
て
い
る
も
の
は
当
に
そ
う
し
た
読
み
の
自
由
さ
な
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。」
と
述
べ
た
そ
の
「
読
み
の
自
由
さ
」
の
制
度
こ
そ
が
現
在
問
わ
れ

て
い
る
こ
と
だ
と
も
言
え
よ
う
。

　

こ
れ
ら
先
行
す
る
研
究
言
説
史
を
踏
ま
え
な
が
ら
本
論
に
お
い
て
試
み
よ
う

と
思
う
の
は
、「
二
つ
の
手
紙
」
と
芥
川
テ
ク
ス
ト
と
の
系
譜
学
的
配
置
を
め

ぐ
る
問
題
系
で
あ
る
。
す
で
に
こ
う
し
た
問
題
系
に
つ
い
て
も
、
石
割
透
氏）
12
（

が

「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
と
「
さ
ま
よ
へ
る
猶
太
人
」
と
に
「
二
つ
の
手
紙
」

と
の
「
共
通
の
性
格
」
を
指
摘
し
、
吉
本
隆
明
氏）
13
（

が
「
歴
史
物
か
ら
現
代
物
へ

の
〈
乗
り
継
ぎ
〉
の
引
込
路
線
」
と
し
て
「
二
つ
の
手
紙
」
を
位
置
づ
け
て
い

る
。
特
に
吉
本
氏
は
そ
の
「〈
乗
り
継
ぎ
〉」
の
性
格
を
「〈
乗
り
継
ぎ
〉
時
期

の
歴
史
物
と
現
代
物
と
に
共
通
す
る
内
容
を
、
ひ
と
口
に
言
っ
て
み
れ
ば
異
常

心
理
や
男
女
間
の
不
信
や
疑
惑
や
不
安
に
つ
い
て
の
強
烈
な
関
心
で
あ
っ
た
。

極
端
な
ば
あ
い
に
は
妄
想
や
幻
覚
へ
の
執
着
で
あ
り
、
ま
た
男
女
の
三
角
関
係

に
つ
い
て
の
文
明
史
的
な
こ
だ
わ
り
で
あ
っ
た
。」
と
し
て
い
る
。
同
様
に
石

割
氏
も
「
二
つ
の
手
紙
」
を
「「
偸
盗
」
で
は
観
念
的
で
あ
っ
た
作
者
の
女
性

に
対
す
る
不
信
感
が
、
恐
ら
く
は
体
験
に
根
ざ
し
た
と
想
わ
れ
る
う
す
暗
い
性

格
の
も
の
に
変
質
し
、
作
者
を
脅
か
す
に
至
っ
て
い
る
」
テ
ク
ス
ト
だ
と
し
、

「
袈
裟
と
盛
遠
」「
地
獄
変
」「
開
化
の
殺
人
」
に
同
種
の
側
面
を
示
唆
し
な
が

ら
、
こ
れ
ら
は
「
読
者
に
と
っ
て
甚
だ
気
が
か
り
な
一
面
を
も
ち
、
芥
川
の
実

生
活
の
秘
密
に
た
ち
入
り
た
い
誘
惑
を
も
か
ん
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。」
と
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
は
芥
川
の
中
期
テ
ク
ス
ト
に
共
通
す
る
モ
チ
ー
フ
を

見
る
こ
と
で
、
あ
る
い
は
小
説
へ
の
作
家
の
実
人
生
の
影
響
を
見
る
こ
と
で
そ

こ
に
何
ら
か
の
繋
が
り
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
「
二
つ
の
手
紙
」

に
つ
い
て
言
え
ば
、同
様
に
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
が
登
場
し
夫
側
か
ら
妻
の「
貞

操
」
が
問
題
と
な
る
「
影
」、
あ
る
い
は
一
人
称
独
白
体
の
「
遺
書
」
と
い
う

形
式
で
、
テ
ク
ス
ト
中
「
日
記
」
の
引
用
等
類
似
す
る
テ
ク
ス
ト
形
式
を
持
つ

「
開
化
の
殺
人
」
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
男
女
の
三
角
関
係
に
お
け

る
恋
愛
心
理
を
扱
っ
た
テ
ク
ス
ト
と
い
う
範
疇
で
見
れ
ば
さ
ら
に
多
く
の
モ

チ
ー
フ
を
共
通
と
す
る
テ
ク
ス
ト
が
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。し
か
し
、問
題
は「
開

化
の
殺
人
」
で
「
探
偵
小
説
」
へ
と
発
展
す
る
同
様
の
方
法
が
「
二
つ
の
手
紙
」

で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
と
同
時
に
そ
う
し
た
方
法
の
下
で
共
通
の
モ

チ
ー
フ
が
見
え
る
と
言
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
仮
に
作
者
の
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生
活
に
テ
ク
ス
ト
の
モ
チ
ー
フ
と
な
る
原
因
が
見
出
せ
る
と
し
て
も
、
男
女
の

恋
愛
心
理
を
め
ぐ
る
共
通
の
モ
チ
ー
フ
が
常
に
あ
る
種
の
小
説
の
方
法
意
識
と

セ
ッ
ト
で
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
共
通
の
モ
チ
ー
フ
と
い
う
括
り
で
は
な

く
方
法
の
共
通
性
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
「
二
つ
の
手
紙
」
の
方
法
を
典
拠
で
あ
る
「
ア

ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
ル
が
遺
書
」
及
び
「
二
つ
の
手
紙
」
草
稿
と
比
較

し
考
え
て
み
た
い
。

二　

横
滑
り
す
る
訴
え

　
「
二
つ
の
手
紙
」
は
佐
々
木
信
一
郎
を
自
称
す
る
人
間
が
「
警
察
署
長
」
へ

宛
て
た
二
通
の
手
紙
、
一
通
が
自
身
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
体
験
を
詳
述
し
な

が
ら
警
察
機
構
へ
の
自
身
と
そ
の
家
族
の
保
護
を
訴
え
る
も
の
、
も
う
一
通
は

妻
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
も
の
と
、
そ
れ
を
挟
む
「
予
」
に

よ
る
語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
末
尾
に
附
さ
れ
た
「
予
」

の
語
り
を
見
る
と
、「
そ
れ
か
ら
、
先
は
、
殆
意
味
を
な
さ
な
い
、
哲
学
じ
み

た
事
が
、
長
々
と
書
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
不
必
要
だ
か
ら
、
こ
ゝ
に
は
省
く
事

に
し
た
。」
と
あ
り
、
既
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
「
予
」
に
拠
る
手
紙

公
開
に
お
け
る
「
編
集
」
の
意
図
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
「
編
集
」
な
い
し
附

言
は
手
紙
自
体
の
読
み
の
コ
ー
ド
設
定
、
つ
ま
り
は
異
常
性
を
明
ら
か
に
す
る

も
の
と
し
て
先
行
論
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
畑
中
氏
は
「
つ
ま
り
、

《
予
》
は
最
終
的
に
こ
う
指
示
す
る
の
だ
。
第
二
の
手
紙
の
後
半
は
、《
予
》

や
不
特
定
多
数
の
読
者
た
ち
を
含
め
た
「
正
常
者
た
ち
」
に
と
っ
て
、
理
解
不

能
な
他
者
の
言
葉
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
公
開
し
た
彼
の
言
葉
に
つ
い
て
も
、
冒

頭
で
ほ
の
め
か
し
て
お
い
た
よ
う
に
、「
正
常
者
」
に
と
っ
て
通
常
の
コ
ー
ド

で
意
味
に
変
換
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
他
者
に
対
す
る
名
付
け
は
、
他
者
自

身
が
否
定
し
た
名
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
が
至
当
だ
ろ
う
。つ
ま
り
、彼
は《
狂

人
》
な
の
で
あ
る）
14
（

。」
と
い
っ
た
よ
う
に
、「
予
」
の
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

働
き
を
剔
抉
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
指
摘
は
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
出
現
を

訴
え
る
内
容
で
あ
る
手
紙
を
ど
う
捉
え
う
る
か
と
い
う
読
者
論
的
視
座
に
お
け

る
「
予
」
の
機
能
を
説
明
す
る
の
に
充
分
に
有
力
な
指
摘
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
。
ま
た
畑
中
氏
が
指
摘
す
る）
15
（

「
第
二
の
手
紙
」
に
お
け
る
「
人
間
が
如
何
に

知
る
所
の
少
な
い
か
」
と
い
う
文
言
が
「
予
」
を
含
め
た
読
者
全
般
の
読
み
を

相
対
化
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
正
鵠
を
射
た
指
摘
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
扱
っ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
畑
中
氏
を
含
め
例
え
ば
海
老
井
氏
が
指
摘
す
る

よ
う
に
佐
々
木
が
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
本
当
に
見
た
の
か
、
そ
れ
と
も
妻
が

「
不
貞
を
働
い
て
」
い
た
の
か
と
い
う
、
ど
ち
ら
に
事
象
の
真
実
が
あ
る
の
か

と
い
う
点
は
「
む
し
ろ
読
者
に
期
待
さ
れ
て
い
る
の
は
当
に
そ
う
し
た
読
み
の

自
由
さ
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
い
う
指
摘
に
一
応
は
決
着
さ
れ
る
も
の
で

あ
ろ
う
と
思
え
る
。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
時
に
な
ぜ
こ
の
テ
ク
ス
ト

は
二
重
三
重
に
も
手
紙
の
書
き
手
「
佐
々
木
信
一
郎
」
の
言
葉
を
相
対
化
し
よ

う
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
の
も
、「
二
つ

の
手
紙
」
の
典
拠
で
あ
る
「
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
ル
が
遺
書
」
に
し

ろ
、
ま
た
プ
レ
テ
ク
ス
ト
（「
保
護
願
」）
に
し
ろ
両
者
と
も
に
語
り
手
の
死
が

予
定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、「
二
つ
の
手
紙
」
で
は
「
佐
々
木
信
一
郎
」

は
自
身
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
見
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
死
は
周
到
に

避
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
幻
視
と
い
う

事
象
が
も
た
ら
す
目
撃
者
の
死
と
い
う
定
型
的
な
物
語
の
型
が
こ
の
テ
ク
ス
ト

で
は
ず
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
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ル
が
遺
書
」
や
プ
レ
テ
ク
ス
ト
で
は
語
り
手
が
自
ら
の
死
を
賭
し
て
の
妻
の
弁

護
を
訴
え
る
の
に
対
し
て
、「
二
つ
の
手
紙
」で
は
妻
の
弁
護
は
行
う
も
の
の「
世

間
」
で
の
噂
話
ま
で
も
逐
一
付
け
加
え
な
が
ら
、
自
ら
の
責
任
を
周
到
に
回
避

す
る
と
い
う
行
為
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
二
つ
の

手
紙
」
が
枠
小
説
で
あ
り
、
ま
た
「
第
二
の
手
紙
」
で
の
「
人
間
が
如
何
に
知

る
所
の
少
な
い
か
」
と
い
う
文
言
が
も
た
ら
す
言
説
の
相
対
化
に
加
え
、
そ
の

手
紙
そ
の
も
の
も
ど
う
や
ら
文
面
の
み
を
信
ず
る
に
足
る
だ
け
の
記
述
が
な
さ

れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
改
め
て
「
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア

マ
イ
エ
ル
が
遺
書
」
の
冒
頭
を
見
て
お
こ
う）
16
（

。

　

小
生
は
如
何
に
し
て
も
今
日
以
後
生
な
が
ら
へ
居
る
こ
と
難
く
候
。
何

故
と
申
す
に
小
生
生
な
が
ら
へ
居
る
限
り
は
、
世
間
の
人
嘲
り
笑
ひ
申
す

べ
く
、
誰
一
人
事
実
の
真
相
を
認
め
く
る
る
者
は
有
之
ま
じ
く
候
。
假
令

世
間
に
て
は
何
と
申
し
候
と
も
、
妻
が
貞
操
を
守
り
居
た
り
し
こ
と
は
小

生
の
確
信
す
る
所
に
有
之
、
小
生
は
死
を
以
て
之
を
証
明
す
る
考
に
候
。

明
ら
か
な
よ
う
に
「
遺
書
」
の
書
き
手
な
い
し
語
り
手
「
小
生
」
は
、
自
ら
の

死
の
代
償
と
し
て
妻
の
潔
白
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
あ
ま
り
に
急
進
的
行
為
に
よ
っ
て
逆
に
妻
へ
の
嫌
疑
を
強
め
て
し
ま
う
可
能

性
は
あ
る
。
だ
が
、「
遺
書
」
と
し
て
の
訴
求
性
が
、
そ
の
理
由
の
如
何
に
か

か
わ
ら
ず
、
少
な
く
と
も
「
小
生
」
の
妻
を
信
じ
よ
う
と
し
た
態
度
を
読
者
の

印
象
に
残
す
こ
と
に
な
る
。
同
様
に
「
二
つ
の
手
紙
」
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
も
語

り
手
の
死
に
よ
っ
て
何
か
を
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る）
17
（

。

　

自
分
は　

上
に
引
用
し
た
実
例
で　

自
分
が　

自
分
自
身
の
姿
を
見
た

と
云
ふ
事
の　

如
何
に
有
り
得
べ
き
事
実
だ
か
を
証
明
し
得
た
と
信
じ
て

い
る
。
そ
こ
で　

自
分
は　

こ
れ
か
ら　

自
分
が
さ
つ
き
経
験
し
た
事
実

を　

出
来
る
丈
あ
り
の
ま
ま　

書
き
加
へ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
こ
れ
は　

自
分
の
死
後　

死
因
な
ど
に
つ
い
て　

兎
角
の
噂
を
立
て
ら
れ
る
の
が　

い
や
だ
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
つ
に
は　

後
に
の
こ
る
妻
が　

こ
れ

を
読
ん
で　

自
分
の
死
が　

如
何
に
避
け
難
い
運
命
に　

支
配
さ
れ
て
ゐ

た
か
を　

知
る
為
で
あ
る
。
前
に
も
書
い
た
や
う
に　

自
分
は
ど
ん
な
死

に
方
を
す
る
か
わ
か
ら
な
い
。
自
殺
す
る
か　

或
は
急
病
に
罹
る
か　

そ

れ
は　

予　

わ
か
ら
な
い
。
が
兎
に
角　

死
ぬ
と
云
う
事
だ
け
は　

確
で

あ
る　

少
く
と
も　

確
ら
し
い
気
が
し
て
ゐ
る　

し
か
も　

そ
れ
が　

思

つ
た
よ
り
は　

早
く
来
さ
う
な
気
さ
へ
し
て
ゐ
る　

こ
れ
は　

さ
つ
き　

自
分
自
身
の
姿
を
見
た
時
に　

さ
う
思
つ
た
。
そ
の
心
も
ち
が　

未
に
自

分
を
去
ら
な
い
。
自
分
は
死
ぬ
。
数
日
の
中
に　

必　

死
ぬ
。
…
…

「
自
分
」
が
訴
え
た
か
っ
た
も
の
は
自
身
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
だ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
完
成
稿
と
同
様
に
妻
の
潔
白
だ
っ
た
の
か
は
、
残
さ
れ
た
草
稿
類
か

ら
は
判
断
が
出
来
な
い
。
そ
れ
は
草
稿
類
で
は
「
保
護
願
」
と
タ
イ
ト
ル
の
附

さ
れ
た
原
稿
を
含
め
妻
に
関
す
る
記
述
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
で
も
こ
の
プ
レ
テ
ク
ス
ト
が
「
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
ル
が
遺
書
」

を
典
拠
に
、
語
り
手
の
死
に
よ
っ
て
読
み
手
へ
真
実
の
訴
求
を
行
お
う
と
し
て

い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
完
成
稿
と
な
る「
二
つ
の
手
紙
」で
の
佐
々
木
信
一
郎
は
自
身
の
ド
ッ

ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
幻
視
の
た
め
に
死
に
至
る
と
い
う
言
説
を
採
ら
な
い
。
ド
ッ
ペ

ル
ゲ
ン
ガ
ー
は
「
ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
な
素
質
」
を
持
つ
妻
に
起
因
し
て
い
る
こ
と

に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
第
二
の
手
紙
」
で
は
妻
が
「
失
踪
」
し
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
迂
遠
な
よ
う
だ
が
草
稿
と
比
較
し
て
お
こ
う
。
草
稿
で

は
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
幻
視
者
は
以
下
の
よ
う
な
結
末
を
持
つ）
18
（

。

　

自
分
が　

自
分
自
身
の
姿
を
見
た
―
そ
れ
は　

幻
覚
だ
と
云
ふ
人
が
あ

る
か
も　

知
れ
な
い
。
が　

さ
う
云
つ
た
所
で　

こ
の
事
実
の
主
観
的
の
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実
在
性
は　

依
然
と
し
て
残
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
残
つ
て
ゐ
る
以
上
は　

や
は
り
自
分
も
近
々
に　

死
ぬ
も
の
と
思
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故

か
と
云
ふ
と　

自
分
自
身
の
姿
を
見
る
と
云
ふ
事
と　

死
ぬ
と
云
ふ
事
と

は　

自
分
の
知
つ
て
ゐ
る
限
り
に
於
て　

十
中
八
九
ま
で
は　

大
抵　

相

次
い
で
起
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
十
中
八
九
」
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
死
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
冷
静
す
ぎ

る
記
述
が
印
象
的
な
こ
の
箇
所
は
、
そ
れ
で
も
近
い
う
ち
に
起
こ
る
自
ら
の
死

を
観
測
し
た
も
の
で
あ
る
。「
二
つ
の
手
紙
」
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
死
を
恐

れ
る
記
述
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
さ
て
、
私
は
そ
の
夜
以
来
、
一

種
の
不
安
に
襲
は
れ
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
れ
は
前
に
掲
げ
ま
し
た
実
例
通
り
、

ド
ツ
ペ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
の
出
現
は
、
屡
々
当
事
者
の
死
を
予
告
す
る
か
ら
で
ご
ざ

い
ま
す
。」
と
い
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
二
つ
の
手
紙
」
が
草

稿
と
比
べ
特
徴
的
な
の
は
、
い
つ
し
か
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
に
よ
る
自
身
の
死

の
予
感
は
薄
れ
、
そ
れ
が
妻
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

見
解
へ
変
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
手
紙
の
書
き
手
「
私
」
は
ド
ッ
ペ
ル
ゲ

ン
ガ
ー
に
つ
い
て
最
終
的
に
以
下
の
よ
う
な
断
案
を
下
す
。

　

そ
こ
で
私
は
、
前
に
掲
げ
た
種
々
の
実
例
を
挙
げ
て
、
如
何
に
ド
ツ
ペ

ル
ゲ
ン
ゲ
ル
の
存
在
が
可
能
か
と
云
ふ
事
を
、
諄
々
と
し
て
妻
に
説
い
て

聞
か
せ
ま
し
た
。
閣
下
、
妻
の
よ
う
に
ヒ
ス
テ
リ
カ
ル
な
素
質
の
あ
る
女

に
は
、
殊
に
か
う
云
ふ
奇
怪
な
現
象
が
起
り
易
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

妻
の
「
素
質
」
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
た
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
に
つ
い

て
語
る
「
予
」
の
語
り
口
は
や
や
苦
し
い
も
の
が
あ
る
。
自
身
の
み
な
ら
ず
第

三
者
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
引
き
お
こ
す
「
実
例
」
を
挙
げ
て
は
み
る
も
の

の
「
エ
ツ
カ
ル
ハ
ウ
ン
ズ
は
、
死
ぬ
少
し
前
に
、
自
分
は
他
の
人
間
の
二
重
人

格
を
現
す
能
力
を
持
っ
て
い
る
、
と
公
言
し
た
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う

も
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
幻
視
し
た
と
い
う
証
言
に
比
べ

い
さ
さ
か
信
憑
性
に
乏
し
い
。
ま
た
第
三
者
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
発
現
さ

せ
る
た
め
に
は
、
発
現
者
の
意
志
の
有
無
が
必
要
で
あ
る
と
い
い
、
妻
と
自
分

と
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
出
現
の
原
因
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

成
程
、
妻
は
ド
ツ
ペ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
を
現
さ
う
と
は
、
意
志
し
な
か
つ
た

の
に
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
私
の
事
は
始
終
念
頭
に
あ
つ
た
で

ご
ざ
い
ま
せ
う
。
或
は
私
と
ど
こ
か
へ
一
し
よ
に
行
く
事
を
、
望
ん
で
居

つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
妻
の
や
う
な
素
質
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の

に
、
ド
ツ
ペ
ル
ゲ
ン
ゲ
ル
の
出
現
を
意
志
し
た
と
、
同
じ
や
う
な
結
果
を

齎も
た
らす

と
云
ふ
事
は
、
考
へ
ら
れ
な
い
事
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
か
。
少
く
と
も

私
は
さ
う
あ
り
さ
う
な
事
だ
と
存
じ
ま
す
。
ま
し
て
、
私
の
妻
の
や
う
な

実
例
も
、
二
三
外
に
散
見
し
て
ゐ
る
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。

「
私
」
こ
と
佐
々
木
信
一
郎
が
最
終
的
に
判
断
し
た
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
原

因
と
は
、
右
に
あ
る
よ
う
に
妻
の
夫
に
対
す
る
思
い
と
そ
の
「
素
質
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
場
合
「
私
」
と
意
図
せ
ず
し
て
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
発
現
さ
せ
た

妻
は
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
の
被
害
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

彼
等
は
「
警
察
署
長
」
に
た
い
し
て
身
の
保
護
と
、
的
は
ず
れ
な
中
傷
（
と
佐
々

木
が
考
え
る
）
の
取
り
締
ま
り
を
要
請
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
子
細
を

見
れ
ば
、
当
初
自
分
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
が

妻
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
佐
々
木
は
、
草
稿
に
あ
っ
た
死
を
賭
し

て
の
訴
え
か
ら
大
き
く
横
滑
り
を
し
、
自
分
の
み
の
身
の
安
全
を
図
ろ
う
と
し

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
は
草
稿
か
ら
の
変
遷
を
見
る
と
、
こ
の
「
手

紙
」
は
何
か
作
為
的
な
操
作
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い

う
読
者
側
の
想
像
を
引
き
お
こ
す
の
で
あ
る
。
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三　

二
つ
の
像
、
二
つ
の
言
説

　

こ
れ
ま
で
佐
々
木
の「
手
紙
」に
見
え
隠
れ
す
る
、そ
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー

現
象
の
発
現
に
関
す
る
原
因
の
ズ
レ
を
見
て
き
た
。
そ
れ
は
佐
々
木
自
身
の
、

佐
々
木
自
身
が
持
つ
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
で
は
な
く
、
妻
の
意
図
せ
ず
し
て
発

現
し
た
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
で
あ
っ
た
。
佐
々
木
夫
妻
は
こ
の
時
、
そ
の
責
任

を
免
除
さ
れ
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
る
「
世
間
」

を
巻
き
込
ん
だ
喧
噪
の
被
害
者
と
な
る
。
少
な
く
と
も
佐
々
木
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ

ン
ガ
ー
に
関
す
る
記
述
を
信
用
す
る
限
り
そ
う
読
む
こ
と
が
出
来
る
。し
か
し
、

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
と
い
う
よ
り
も
佐
々
木
の
手
紙
は
、
自
ら
の
奇
妙
な
ド
ッ

ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
体
験
を
報
告
す
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、「
世
間
」
で
口
に
さ
れ

て
い
る
噂
話
ま
で
も
報
告
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
お
こ
さ
れ
る
被

害
を
訴
え
る
だ
け
で
な
く
、
佐
々
木
の
報
告
と
は
別
の
「
物
語
」
な
い
し
言
説

が
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
沈
潜
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

佐
々
木
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
言
説
に
関
し
て
は
、
既
に
一
柳
氏
に
よ
っ
て

「「
二
つ
の
手
紙
」
発
表
時
に
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
め
ぐ

る
な
ん
ら
か
の
「
合
理
」
的
な
解
釈
格
子
が
成
立
し
た
可
能
性
は
あ
る
」
と
さ

れ
、
ま
た
「
心
霊
学
・
催
眠
術
と
い
っ
た
特
殊
な
解
釈
コ
ー
ド
を
使
用
し
た
場

合
、
探
偵
た
る
佐
々
木
の
主
張
す
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
説
明
は
、
あ
る
種

の
論
理
的
説
得
力
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」
と
も
さ
れ
て
い
る）
19
（

。
こ
の
点
に
つ
い

て
佐
々
木
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
に
関
す
る
言
説
を
疑
う
余
地
は
ま
っ
た
く
な

い
。
佐
々
木
は
佐
々
木
に
な
り
に
「
合
理
」
を
尽
く
し
た
説
明
を
し
た
は
ず
で

あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
彼
の
文
面
は
現
行
テ
ク
ス
ト
以
上
に
意
味
を
な
さ
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
「
合
理
」
を
持
っ
て
文
面
を
作
っ

て
い
る
佐
々
木
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
自
分
の
言
説
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
記

述
ま
で
も
書
き
込
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
佐
々
木
夫
婦
を
め
ぐ
る
「
世

間
」
の
噂
で
あ
る
。
例
え
ば
第
一
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
に
立
ち
会
っ
た

体
験
を
記
し
た
後
、
佐
々
木
は
す
ぐ
さ
ま
次
の
よ
う
な
文
言
を
付
け
加
え
る
。

　

閣
下
、
世
間
は
妻
が
私
を
愛
し
て
ゐ
る
事
を
認
め
て
く
れ
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
恐
し
い
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
恥
づ
べ
き
事
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
と
し

て
は
、
私
が
妻
を
愛
し
て
ゐ
る
事
を
否
定
さ
れ
る
よ
り
、
ど
の
位
屈
辱
に

価
す
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
世
間
は
、
一
歩
進
め
て
、
私
の
妻
の

貞
操
を
さ
へ
疑
ひ
つ
ゝ
あ
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
―

佐
々
木
に
よ
る「
世
間
」の
噂
話
の
報
告
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。第
二
の
ド
ッ

ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
を
報
告
す
る
と
ま
た
も
や
佐
々
木
夫
婦
を
め
ぐ
る
噂
話
も

付
け
加
え
る
の
で
あ
る
。
今
度
は
第
二
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
の
発
現
し

た
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
友
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
「
し
か
し
、
私
の
発
狂

の
原
因
を
、
私
の
妻
の
不
品
行
に
あ
る
と
す
る
に
至
っ
て
は
、
好
ん
で
私
を
侮

辱
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
私
は
、
最
近
に
そ
の
友
人
へ
絶
交
状
を
送
り
ま

し
た
。」
と
報
告
し
て
い
る
。
第
三
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
に
関
し
て
も

同
様
で
、
今
度
は
よ
り
重
大
な
事
態
が
佐
々
木
夫
婦
に
訪
れ
て
い
る
こ
と
を
報

告
し
て
い
る
。

　

閣
下
、
私
の
二
重
人
格
が
私
に
現
れ
た
、
今
日
ま
で
の
経
過
は
、
大
体

右
の
や
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
、
そ
れ
を
、
妻
と
私
と
の
秘
密

と
し
て
、
今
日
ま
で
誰
に
も
洩
ら
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
今
は
も
う
、

そ
の
時
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
世
間
は
公
然
と
、
私
を
嘲
り
始
め
ま
し
た
。

さ
う
し
て
又
、
私
の
妻
を
憎
み
始
め
ま
し
た
。
現
に
こ
の
頃
で
は
、
妻
の

不
品
行
を
諷
し
た
俚り

謡え
う

を
う
た
つ
て
、
私
の
宅
の
前
を
通
る
も
の
さ
へ
ご

ざ
い
ま
す
。私
と
し
て
、ど
う
し
て
、そ
れ
を
黙
視
す
る
事
が
出
来
ま
せ
う
。
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加
え
て
佐
々
木
夫
婦
の
実
害
が
幾
つ
か
紹
介
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
う
し
た

佐
々
木
の
被
害
報
告
が
、
例
え
ば
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
佐
々
木
が
ど
こ
か
で

罪
を
犯
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
き
ま
っ
て
妻
の
「
不
品
行
」
に
関
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
読
者
は
考
え
ざ
る
を
得

な
い
。
佐
々
木
の
手
紙
が
自
身
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
の
報
告
に
留
ま
ら

ず
、「
世
間
」
で
噂
さ
れ
る
妻
の
「
不
品
行
」
を
も
併
せ
て
記
述
す
る
こ
と
、

さ
ら
に
は
佐
々
木
の
報
告
す
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
が
必
ず
妻
を
伴
っ
て

現
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
佐
々
木
の
訴
え
る
内
容
よ
り
も
「
世
間
」
に
噂
さ

れ
る
こ
と
が
真
実
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
も
疑
わ
れ
て
く
る
。
こ
こ
に
き

て
「
二
つ
の
手
紙
」
は
二
つ
異
な
る
言
説
圏
を
持
つ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
立
ち
現

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
右
に
述
べ
た
二
つ
の
言
説
圏
の
う
ち
後
者
に
軸
を
お
く
と
す
れ
ば
、

石
割
氏
が
示
す
よ
う
に
「
妻
が
夫
と
結
婚
す
る
以
前
に
既
に
情
人
が
あ
り
、
そ

の
男
と
昨
年
の
秋
に
再
会
し
た
こ
と
で
妻
の
感
情
に
動
揺
が
生
じ
た
と
、
容
易

に
推
察
で
き
る
」
よ
う
に
も
な
り
、
ま
た
更
に
一
歩
進
め
て
西
村
氏
が
そ
の
論

考
の
注
の
中
で
示
し
た
よ
う
に）
20
（

「
こ
こ
で
例
え
ば
、
何
故
二
通
の
手
紙
を
警
察

署
長
に
宛
て
た
か
と
い
う
問
題
と
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
佐
々
木
が
自
分

の
妻
の
不
貞
を
暗
に
密
告
し
て
い
る
と
い
う
推
論
が
成
り
立
つ
。」
こ
と
に
も

な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
場
合
、
佐
々
木
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
報
告
は
あ

く
ま
で
口
実
で
あ
り
、
そ
の
真
意
は
妻
の
「
不
品
行
」
の
告
発
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
第
二
の
手
紙
」
で
佐
々
木
が
示
し
た
よ
う
に
「
人
間
が
如
何

に
知
る
所
の
少
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
佐
々
木
夫
婦
の

間
に
起
き
た
事
件
の
事
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
出

来
な
い
。
そ
れ
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
枠
の
部
分
を
除
け
ば
、
佐
々
木
一
人
の
独

白
で
あ
る
こ
と
も
起
因
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
佐
々
木
の
記
述
が
常
に

相
対
化
し
続
け
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
読
者
は
佐
々
木
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ

ン
ガ
ー
現
象
報
告
の
言
説
と
、「
世
間
」
の
噂
話
の
言
説
と
の
間
で
そ
の
真
意

を
見
出
し
得
な
い
ま
ま
揺
ら
ぎ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
ド
ッ
ペ
ル

ゲ
ン
ガ
ー
言
説
と
噂
話
の
言
説
と
の
二
重
化
は
、
噂
話
に
出
て
来
る
佐
々
木
夫

妻
が
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
で
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
言
説
の
被
害
者
と
し
て
実

際
の
佐
々
木
夫
妻
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
と
い
う
ね
じ
れ
も
、
佐
々
木
の
報
告

で
は
生
じ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
は
佐
々
木
の
手
紙
の
記
述
は
、
周
到
に
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
夫
妻
の
間
近
で
起
こ
っ
て
い
る
現
象
に
接
近
で
き
な
い
よ
う
に
配

置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
二
つ
の
手
紙
」
を
特
定
の
コ
ー
ド
で

読
も
う
と
す
る
意
図
は
脱
臼
せ
ざ
る
を
え
ず
、
逆
に
い
え
ば
ど
の
よ
う
な
読
み

も
、「
人
間
が
如
何
に
知
る
所
の
少
な
い
か
」
と
い
う
限
定
付
き
で
成
立
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
メ
タ
視
点
に
立
て
ば
作
者
に
よ
っ
て
用

意
さ
れ
た
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
像
を
一
つ

に
焦
点
化
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
、
あ
る
い
は
一
つ
の
言
説
に
ま
と
め
る
こ
と

の
で
き
な
い
二
重
化
の
方
法
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
例
え
ば
妻
の
「
不
品
行
」
が
実
際
に
行
わ
れ
て
い
た
と
の
想

定
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
佐
々
木
に
よ
る
妻
の
告
発
書
で
あ
る
と
考
え
、
ま
た

幻
視
す
る
と
自
身
の
死
を
招
く
と
い
う
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
が
妻
に
よ
っ
て
引

き
お
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
佐
々
木
自
身
が
記
述
し
た
時
に
、「
第
二
の
手

紙
」に
記
述
し
て
あ
る「
世
間
は
無む

辜こ

の
人
を
殺
し
ま
し
た
。」と
い
う
記
述
が
、

俄
に
佐
々
木
自
身
に
よ
る
妻
の
殺
害
を
匂
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。「
互
い
に
愛
し
合
つ
て
居
」

た
妻
の
突
然
の
「
失
踪
」
に
対
し
て
、
自
宅
で
待
つ
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
に
何

か
か
ら
逃
げ
る
か
の
よ
う
に
「
私
は
今
日
限
り
、
当
区
に
居
住
す
る
事
を
止
め
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る
つ
も
り
だ
」
と
佐
々
木
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
隠
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
読
め
る
真
意
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た

理
由
に
よ
っ
て
や
は
り
意
味
を
持
た
な
い
。

　

作
者
芥
川
自
身
に
つ
い
て
言
え
ば
、
江
口
渙
に
よ
っ
て
「
思
ひ
つ
き
に
対
す

る
作
者
の
態
度
が
し
つ
か
り
と
確
定
し
て
ゐ
な
か
つ
た
為
め
充
分
の
効
果
が
現

れ
て
ゐ
な
い
」
と
裁
断
さ
れ
た
こ
の
小
説
は
、
お
よ
そ
一
年
後
の
大
正
七
年
七

月
に
「
開
化
の
殺
人
」（「
中
央
公
論
」）
と
し
て
再
び
リ
ラ
イ
ト
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。「
開
化
の
殺
人
」
で
は
「
二
つ
の
手
紙
」
で
採
用
さ
れ
た
ド
ッ
ペ
ル

ゲ
ン
ガ
ー
な
い
し
は
言
説
の
二
重
化
の
方
法
は
棄
て
ら
れ
、
ド
ク
ト
ル
北
畠
義

一
郎
に
よ
る
想
い
人
を
救
出
す
る
た
め
の
殺
人
の
告
白
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
北
畠
自
身
で
あ
る
「
予
」
と
そ
の
心
理
に
巣
く
う
「
不
可
解
な
怪
物
」
と

い
う
分
裂
現
象
が
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
何
ら
か
の
余
韻
を
残
し
て
は
い
る

が）
21
（

、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
は
金
満
家
「
満
村
恭
平
」
殺
害
に
し
ろ
自
ら
の
偽
善

の
矯
正
と
し
て
の
自
死
に
し
ろ
、
北
畠
自
身
の
心
理
変
遷
と
し
て
物
語
は
読
む

こ
と
が
出
来
る
。「
二
つ
の
手
紙
」
に
あ
っ
た
自
ら
語
る
言
説
を
、
そ
の
言
説

自
体
が
相
対
化
す
る
と
い
う
あ
の
方
法
は
こ
こ
で
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

　

で
は
、
芥
川
は
こ
の
言
説
の
二
重
化
と
い
う
方
法
を
以
後
採
用
し
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
「
地
獄
変
」（「
大
阪
毎
日
新
聞
」

大
正
七
年
五
月
一
日
〜
二
十
二
日
）で
あ
る
。よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に「
地

獄
変
」
に
は
芥
川
自
身
が
そ
の
解
説
を
行
っ
た
、
小
島
政
二
郎
宛
て
の
三
通
の

葉
書
が
残
さ
れ
て
い
る（
大
正
七
年
六
月
十
八
日
）。そ
こ
に
お
い
て
芥
川
は「
地

獄
変
」
の
語
り
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た）
22
（

。

　

然
し
「
あ
の
小
説
の
中
の
説
明
」
に
な
る
と
私
に
も
云
ひ
分
が
あ
り
ま

す　

と
云
ふ
の
は
あ
の
ナ
レ
エ
シ
ヨ
ン
で
は
二
つ
の
説
明
が
互
い
に
か
ら

み
合
つ
て
ゐ
て　

そ
れ
が
表
と
裏
に
な
つ
ゐ
（
マ
マ
）る
の
で
す　

そ
の
一
つ
は
日

向
の
説
明
で
そ
れ
は
あ
な
た
が
例
に
挙
げ
た
中
の
多
く
で
す　

も
う
一
つ

は
陰
の
説
明
で
そ
れ
は
大
殿
と
良
秀
の
娘
と
の
間
の
関
係
を
恋
愛
で
は
な

い
と
否
定
し
て
行
く
（
そ
の
実
そ
れ
を
肯
定
し
て
ゆ
く
）
説
明
で
す　

こ

の
二
つ
の
ナ
レ
エ
シ
ヨ
ン
を
組
み
上
げ
る
上
に
於
て
お
互
い
に
ア
ク
テ
ユ

エ
エ
ト
し
合
う
性
質
の
も
の
だ
か
ら
ど
つ
ち
も
差
し
抜
き
が
つ
き
ま
せ
ん

芥
川
が
こ
こ
で
「
表
と
裏
」
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
言
っ
て
い
る
も
の
が
、「
二

つ
の
手
紙
」
に
お
け
る
言
説
の
二
重
化
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
佐
々
木
の
記
述

す
る
妻
を
め
ぐ
る
言
説
は
正
に
「
否
定
し
て
行
く
（
そ
の
実
そ
れ
を
肯
定
し
て

ゆ
く
）
説
明
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
は
「
二
つ
の
手
紙
」
で
採
ら
れ
た
方
法
は

「
地
獄
変
」
へ
と
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し

て
例
え
ば
次
の
よ
う
な
場
面
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る）

23
（

。

　

か
や
う
な
御
意
で
、
娘
は
そ
の
時
、
紅
く
れ
な
ゐの
袙あ
こ
めを
御
褒
美
に
頂
き
ま
し
た
。

所
が
こ
の
袙
を
又
見
や
う
見
真
似
に
、猿
が
恭
し
く
押
頂
き
ま
し
た
の
で
、

大
殿
様
の
御
機
嫌
は
、
一ひ
と

入し
ほ

よ
ろ
し
か
つ
た
さ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
ご

ざ
い
ま
す
か
ら
、
大
殿
様
が
良
秀
の
娘
を
御
贔ひ
い

屓き

に
な
つ
た
の
は
、
全
く

こ
の
猿
を
可
愛
が
つ
た
、
孝
行
恩
愛
の
情
を
御
賞
美
な
す
つ
た
の
で
、
決

し
て
世
間
で
兎
や
角
申
し
ま
す
や
う
に
、
色
を
御
好
み
に
な
つ
た
訳
で
は

ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
尤
も
か
や
う
な
噂
の
立
ち
ま
し
た
起
り
も
、
無
理
の
な

い
所
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
又
後
に
な
つ
て
、
ゆ
つ
く
り
御
話
し
致

し
ま
せ
う
。
こ
ゝ
で
は
唯
大
殿
様
が
、
如
何
に
美
し
い
に
し
た
所
で
、
絵

師
風ふ

情ぜ
い

の
娘
な
ど
に
、想
ひ
を
御
懸
け
に
な
る
方
で
は
な
い
と
云
ふ
事
を
、

申
し
上
げ
て
置
け
ば
、
よ
ろ
し
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
こ
で
大
殿
が
娘
へ
の
褒
美
が
、
語
り
手
に
よ
っ
て
あ
く
ま
で
「
孝
行
恩
愛
の

情
」
に
対
し
て
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
な
が
ら
も
、
同
時
に
大
殿
の
「
色
好
み
」

を
噂
す
る
「
世
間
」
の
言
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
後
者
は
語
り
手
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に
よ
っ
て
「
否
定
」
さ
れ
て
は
い
る
が
、
大
殿
を
め
ぐ
る
言
説
が
、
語
り
手
と

は
別
に
も
う
一
つ
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

叙
述
は
「
二
つ
の
手
紙
」
の
佐
々
木
の
記
述
の
仕
方
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
二
つ
の
手
紙
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、

そ
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
に
事
寄
せ
た
言
説
の
二
重
化
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て

特
徴
づ
け
ら
れ
、
こ
の
方
法
は
後
の
「
地
獄
変
」
の
語
り
の
方
法
へ
と
応
用
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
芥
川
に
と
っ
て
大
き
な
作
品
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
「
偸
盗
」

（「
中
央
公
論
」
大
正
六
年
四
月
号
、
及
び
七
月
号
）
の
挫
折
の
後
、
初
期
か

ら
中
期
へ
と
向
か
う
そ
の
結
節
点
に
お
い
て
小
品
と
も
い
え
る「
二
つ
の
手
紙
」

は
後
の
テ
ク
ス
ト
群
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

四　

結

　

芥
川
の
中
期
の
テ
ク
ス
ト
群
が
、
し
ば
し
ば
男
女
の
恋
愛
に
お
け
る
心
理
描

写
に
重
き
を
置
い
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
多
く
が
三
角

関
係
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
心
理
ド
ラ
マ
が
中
心
と
な
っ
て

い
る
。
た
だ
し
未
完
に
終
わ
っ
た
「
偸
盗
」
も
少
な
か
ら
ず
、
こ
う
し
た
要
素

は
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
男
女
の
三
角
関
係
に
お
け
る
心
理
描
写
を
、
平
安
時

代
を
舞
台
と
し
た
群
衆
活
劇
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
た
所
に
、
こ
の
小

説
の
未
完
に
終
わ
っ
た
理
由
が
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う

の
も
芥
川
が
そ
の
後
に
と
っ
た
方
法
は
、
登
場
人
物
の
動
き
を
少
な
く
し
た
上

で
、
そ
こ
に
生
起
す
る
心
理
の
起
伏
に
重
き
を
お
く
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
特
に
そ
れ
が
小
説
に
お
け
る
男
女
の
心
理
的
葛
藤
に
お
い
て
有
効

に
機
能
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
タ
ー
ニ
ン
グ

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
「
二
つ
の
手
紙
」
に
お
け
る
方
法
上
の
試
み
は
、
そ
の
後
の

芥
川
テ
ク
ス
ト
の
系
譜
を
考
え
る
時
、
小
さ
く
な
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
。

　

本
論
文
で
は
こ
う
し
た
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、典
拠
と
な
っ
た「
ア

ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
ル
が
遺
書
」
と
残
さ
れ
て
い
る
草
稿
と
の
比
較
を

そ
れ
ぞ
れ
行
い
、
語
り
手
佐
々
木
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
の
語
り
口
が
変

化
し
た
こ
と
を
み
た
。
具
体
的
に
そ
れ
は
自
身
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
の

幻
視
か
ら
、
妻
に
よ
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
の
発
現
へ
と
変
化
さ
せ
る
こ

と
で
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
に
付
随
す
る
と
さ
れ
る
死
を
忌
避
し
、
自
ら

を
安
全
圏
へ
と
囲
い
込
む
語
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
「
ア

ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
ル
が
遺
書
」
な
い
し
草
稿
類
で
顕
著
で
あ
っ
た
、

死
を
賭
し
て
の
訴
え
が
「
二
つ
の
手
紙
」
で
は
薄
く
な
り
、
語
り
手
佐
々
木
の

記
述
方
法
の
作
為
的
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
さ
ら
に
佐
々
木
の
語
り
の
方

法
が
、
常
に
言
説
を
二
重
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
併
せ
て
検
証
し
た
。

ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
の
ま
こ
と
し
や
か
な
報
告
に
付
け
加
え
て
佐
々
木
は

必
ず
そ
れ
を
相
対
化
さ
せ
る
「
世
間
」
の
噂
を
並
置
し
て
い
た
。
例
え
ば
妻
と

自
分
と
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
現
象
を
幻
視
し
た
後
に
、「
世
間
」
で
噂
さ
れ

る
妻
の
「
不
品
行
」
の
噂
に
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
具
合
に
そ
れ
は
記
述
さ
れ
て

い
た
。
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
「
二
つ
の
手
紙
」
は
佐
々
木
の
語
り
を
絶
対

化
し
え
な
い
二
重
化
し
た
言
説
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

佐
々
木
の
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
「
人
間
が
如
何
に
知
る
所
の
少

な
い
か
」
と
い
う
文
言
が
一
定
の
効
果
を
持
つ
以
上
明
確
に
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
佐
々
木
の
記
述
す
る
人
物
の
二
重
化
を
意
味
す
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
と
、
二
つ
の
言
説
に
よ
っ
て
読
者
を
幻
視
さ
せ
る
語
り
の
方
法
が
ア
ナ
ロ

ジ
カ
ル
な
関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
う
し
た

方
法
が
、
以
後
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
全
く
同
様
に
見
る
こ
と
が
出
来
、
そ
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れ
は
芥
川
自
身
に
よ
っ
て
も
解
説
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は

具
体
的
に
は
「
地
獄
変
」
で
の
語
り
の
方
法
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
な
ぜ
芥
川
が
男
女
の
恋
愛
心
理
を
中
心
に
据
え
た
テ
ク
ス
ト
群
を
そ

の
中
期
に
量
産
し
た
の
か
と
い
う
作
家
論
的
疑
問
は
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。い
く
ら
か
そ
の
要
因
を
伝
記
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

こ
れ
に
は
よ
り
慎
重
な
手
続
き
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
し
た
心
理

を
剔
抉
す
る
に
際
し
て
、「
二
つ
の
手
紙
」
に
見
た
よ
う
な
心
理
を
二
重
三
重

に
巧
緻
化
さ
せ
る
方
法
に
よ
っ
て
描
出
し
よ
う
と
し
た
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
は

確
か
で
あ
る
。
そ
う
し
た
心
理
の
真
相
を
究
明
す
る
た
め
に
「
二
つ
の
手
紙
」

「
開
化
の
殺
人
」
で
は
探
偵
小
説
に
擬
し
た
趣
向
が
採
ら
れ
も
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
方
法
は
後
に
探
偵
そ
の
も
の
を
読
者
に
見
立
て
た

話
の
「
筋
」
の
な
い
小
説
へ
と
夢
想
さ
れ
る
に
至
る
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
に
は
作

家
の
文
芸
思
想
と
相
ま
っ
て
語
り
の
方
法
を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が
揺
曳
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
特
に
こ
れ
で
こ
れ
ま
で
芥
川
の
芸
術
至
上
主
義
の
表

れ
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て
き
た
「
地
獄
変
」
が
、
そ
の
方
法
の
ル
ー
ツ
を
「
二

つ
の
手
紙
」
に
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
「
地
獄
変
」
を
検
証
す
る

に
際
し
て
考
慮
し
て
お
く
べ
き
点
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ご
く
簡
単
に
こ
の

点
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、「
地
獄
変
」
と
は
大
殿
と
良
秀
と
の
芸
術
観
な

い
し
人
生
観
の
衝
突
と
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
娘
を
中
心
に
据
え
た
大
殿
を
め

ぐ
る
言
説
と
良
秀
を
め
ぐ
る
言
説
と
の
、
二
つ
の
言
説
の
相
剋
が
語
ら
れ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
二
つ
の
手
紙
」
か
ら
発
展
す
る
「
地
獄
変
」
の

語
り
の
分
析
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

ま
た
本
論
で
示
し
た
よ
う
に
「
二
つ
の
手
紙
」
を
一
つ
の
起
点
と
し
て
、「
開

化
の
殺
人
」「
地
獄
変
」
を
そ
の
方
法
的
な
い
し
は
同
様
の
モ
チ
ー
フ
を
持
っ

た
テ
ク
ス
ト
群
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
芥
川
テ
ク
ス

ト
の
系
譜
的
配
置
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
「
開

化
の
殺
人
」
が
そ
の
後
「
開
化
も
の
」
へ
と
発
展
す
る
契
機
と
し
て
存
在
し
、

さ
ら
に
は
芥
川
の
「
保
吉
も
の
」
を
含
め
た
現
代
小
説
を
視
野
に
収
め
る
こ
と

の
で
き
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、「
二
つ
の
手
紙
」
に

示
さ
れ
た
方
法
は
中
期
か
ら
後
期
へ
と
繋
が
る
芥
川
文
学
の
一
つ
の
階
と
な
り

得
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
「
地
獄
変
」
で
の
語
り
の
方
法
が
、
そ
の

先
に
「
藪
の
中
」（「
新
潮
」
大
正
十
一
年
一
月
号
）
を
用
意
し
た
と
す
れ
ば
充

分
に
検
証
す
べ
き
今
後
の
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
本
論
で
は
不
十
分
と

な
っ
た
大
正
年
間
に
お
け
る
芥
川
の
布
置
を
同
時
代
作
家
と
比
較
す
る
こ
と

で
、
そ
の
方
法
的
特
徴
を
記
述
す
る
こ
と
も
、
ま
た
芥
川
テ
ク
ス
ト
の
方
法
的

特
徴
を
同
時
代
言
説
の
な
か
に
求
め
る
作
業
も
本
論
で
な
し
え
な
か
っ
た
課
題

と
し
て
今
後
検
証
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注（1
）
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
八
巻
（
一
九
九
七
年
四
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ

た
。

（
2
）
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
研
究
資
料
集
成
』
第
一
巻
（
一
九
九
三
年
十
月
、
日
本
図
書

セ
ン
タ
ー
）
に
拠
っ
た
。

（
3
）「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
陥
穽
―
精
神
病
理
学
的
研
究
の
必
要
性
―
『
二
つ
の
手
紙
』

『
影
』」（「
国
文
学
」
一
九
九
六
年
四
月
号
）。

（
4
）「
芥
川
竜
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
の
意
義
―D

oppelgaenger

を
巡
っ
て
」（「
日
本

文
芸
研
究
」
第
三
七
巻
第
三
号
、
一
九
八
五
年
十
月
）。

（
5
）
小
堀
桂
一
郎
「
諸
国
物
語
と
芥
川
―
「
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
タ
ア
マ
イ
エ
ル
が
遺
書
」

と
「
二
つ
の
手
紙
」」（「
国
文
学
」
一
九
七
〇
年
七
月
号
）
等
に
そ
の
指
摘
を
見
る
こ
と
が

出
来
る
。

（
6
）「
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
の
世
界
―
ク
ロ
ウ
夫
人
『
自
然
の
夜
の
側
面
』
の

寄
与
」（「
人
文
論
集
」
第
四
十
八
巻
第
二
号
、
一
九
九
八
年
一
月
）。

（
7
）「『
藪
の
中
』
に
お
け
る
〈
現
実
の
分
身
化
〉
―
西
欧
文
学
と
の
比
較
に
よ
る
新
し
い

読
み
」（「
国
文
学
」
一
九
九
六
年
四
月
号
）。

（
8
）「
さ
ま
よ
え
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
―
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
と
探
偵
小
説
」
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（
所
収
、
吉
田
司
雄
編
著
『
探
偵
小
説
と
日
本
近
代
』、
二
〇
〇
四
年
三
月
、
青
弓
社
）。

（
9
）「〈
狂
気
〉
と
ス
キ
ャ
ン
ダ
リ
ズ
ム
―
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
に
お
け
る
手
紙

公
開
形
式
の
意
味
」（「
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
」
第
一
号
、
二
〇
〇
七
年
三
月
）。

（
10
）『
近
代
文
学
の
分
身
像
』（
一
九
九
九
年
二
月
、
角
川
書
店
）。

（
11
）「
読
者
の
席
を
考
え
る
―
芥
川
龍
之
介
「
二
つ
の
手
紙
」
と
関
わ
る
た
め
に
」（「
九

州
日
文
」
第
一
号
、
二
〇
〇
二
月
八
月
）。

（
12
）「
芥
川
龍
之
介
―
中
期
作
品
の
位
相
（
１
）「
さ
ま
よ
へ
る
猶
太
人
」「
二
つ
の
手
紙
」

「
或
日
の
大
石
内
蔵
之
助
」
を
め
ぐ
っ
て
」（「
駒
沢
短
大
国
文
」
第
十
六
号
、
一
九
八
六

年
三
月
）。

（
13
）「
芥
川
龍
之
介
の
虚
と
実
」（「
国
文
学
」
一
九
七
七
年
五
月
号
）。

（
14
）
注
（
11
）
に
同
じ
。

（
15
）
注
（
11
）
に
同
じ
。

（
16
）
引
用
は
『
鴎
外
全
集
』
第
三
巻
（
一
九
七
二
年
一
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
た
。
ま

た
原
文
中
に
附
し
て
あ
る
ル
ビ
は
煩
雑
を
避
け
る
た
め
に
省
略
し
た
。

（
17
）
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
一
巻
（
一
九
九
七
年
一
月
、
岩
波
書
店
）
に

拠
っ
た
。

（
18
）
引
用
は
注
（
17
）
に
同
じ
。

（
19
）
注
（
8
）
に
同
じ
。

（
20
）
注
（
4
）
に
同
じ
。

（
21
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
拙
稿
「
芥
川
龍
之
介
「
開
化
の
殺
人
」
論
」（「
千
葉
大
学
人
文

社
会
科
学
研
究
」
第
二
十
一
号
、
二
〇
一
〇
年
九
月
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
22
）
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
十
八
巻
（
一
九
九
七
年
四
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ

た
。
ま
た
便
宜
的
に
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
文
面
を
並
立
さ
せ
て
い
る
。

（
23
）
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
三
巻
（
一
九
九
六
年
一
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ

た
。

＊
本
文
中
、「
二
つ
の
手
紙
」
の
引
用
は
全
て
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
巻
（
一
九
九
五

年
十
二
月
、
岩
波
書
店
）
に
拠
っ
て
い
る
。


