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こ
れ
ま
で
志
賀
直
哉
の
文
学
に
つ
い
て
 
（
語
り
）
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
は
、
管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
そ
う
多
く
な
い
。
 
 

そ
う
し
た
な
か
で
、
物
語
の
語
り
手
の
 
（
私
）
と
、
物
語
の
な
か
に
対
象
化
さ
れ
た
（
私
）
と
を
仕
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
内
 
 

（
2
ノ
 
 

〔
1
〉
 
 

容
の
解
明
を
試
み
た
論
に
、
佐
々
木
英
昭
氏
や
水
洞
幸
夫
氏
ら
の
仕
事
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
主
と
し
て
「
大
津
順
吉
」
を
 
 

対
象
と
し
た
論
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
「
大
津
順
吾
」
は
、
語
り
手
が
数
年
前
（
少
な
く
と
も
五
年
前
）
 
の
こ
と
を
語
る
と
い
 
 

う
構
造
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
多
く
の
論
者
は
、
そ
の
対
象
化
さ
れ
た
数
年
前
の
 
（
私
）
 
の
ほ
う
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
読
み
、
 
 

さ
ら
に
そ
こ
に
作
家
の
伝
記
的
事
実
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
た
時
期
の
作
家
実
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
 
 

行
っ
て
き
た
。
こ
の
点
、
佐
々
木
氏
は
、
「
過
去
の
自
己
と
現
在
の
自
己
」
と
の
 
「
距
離
」
、
そ
れ
も
「
過
去
の
自
己
を
高
み
か
ら
見
 
 

降
ろ
す
ほ
ど
の
距
離
は
取
れ
て
い
な
い
」
心
的
状
態
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
水
洞
氏
も
、
「
回
想
さ
れ
る
物
語
の
時
間
の
流
れ
を
寸
 
 

断
し
て
、
回
想
し
て
い
る
現
在
の
語
り
手
が
絶
え
ず
介
入
し
て
き
て
い
る
」
こ
と
の
指
摘
を
と
お
し
て
語
り
手
の
現
在
意
識
を
解
明
 
 

し
、
そ
れ
ま
で
の
志
賀
直
哉
文
学
の
読
ま
れ
方
に
異
議
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

率
直
に
言
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
に
お
い
て
、
語
り
手
の
 
（
私
）
と
そ
の
対
象
で
あ
る
 
（
私
）
と
を
区
別
す
る
の
は
、
難
し
い
 
 

作
業
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
 
（
佐
々
木
氏
が
そ
う
し
た
困
難
な
作
業
を
行
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
）
。
こ
と
に
「
和
解
」
 
の
よ
う
に
 
 
郎
 
 
 

『
和
解
』
 
再
論
 
 

－
 
（
妻
）
 
た
ち
の
物
語
 
 

池
 
内
 
輝
 
雄
 
 



F和解j再論一〈妻〉 たちの物語  157  

語
る
自
己
と
語
ら
れ
る
自
己
と
の
間
に
、
時
間
的
な
隔
た
り
は
も
と
よ
り
心
的
隔
た
り
も
な
い
 
（
と
想
定
さ
れ
る
）
場
合
に
は
、
両
 
 

者
の
間
の
境
界
を
見
定
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
「
自
分
は
墓
参
り
の
為
め
我
孫
子
か
ら
久
し
振
り
で
上
 
 

京
し
た
」
 
（
一
）
と
い
う
「
自
分
」
は
、
言
語
レ
ベ
ル
 
（
言
説
）
 
か
ら
見
て
明
ら
か
に
過
去
の
「
自
分
」
と
見
な
し
得
る
が
、
で
は
、
 
 

物
語
現
在
に
立
つ
語
り
手
・
「
自
分
」
が
、
過
去
の
「
自
分
」
を
対
象
化
す
べ
き
も
の
と
し
て
明
確
に
意
識
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
 
 

ど
う
も
そ
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
む
し
ろ
 
「
自
分
は
」
と
発
語
し
た
と
き
の
語
り
手
は
、
過
去
の
 
「
自
分
」
を
現
 
 

在
の
 
「
自
分
」
に
つ
づ
く
連
続
体
と
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
語
り
手
は
、
過
去
 
 

の
 
「
自
分
」
と
融
合
し
、
癒
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
 
 

〈
3
〉
 
 
 

し
た
が
っ
て
と
言
う
べ
き
か
、
こ
れ
ま
で
 
「
和
解
」
は
、
「
物
語
を
生
産
す
る
行
為
」
と
し
て
の
 
「
語
り
」
に
注
目
し
た
論
考
は
 
 

少
な
く
、
主
に
語
ら
れ
た
こ
と
、
「
語
り
」
 
の
対
象
の
ほ
う
に
重
点
を
置
い
た
読
ま
れ
か
た
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
論
者
の
 
 

間
に
、
語
り
手
と
語
ら
れ
た
者
と
が
イ
コ
ー
ル
だ
と
い
う
右
の
よ
う
な
暗
黙
の
了
解
が
成
立
し
て
い
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
 
 

よ
う
な
了
解
は
、
語
ら
れ
た
こ
と
を
と
ら
え
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
「
物
語
内
容
」
を
と
ら
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
、
つ
ぎ
の
 
 

レ
ベ
ル
の
了
解
を
も
可
能
に
す
る
。
 
 
 

小
塙
の
目
的
は
、
語
り
手
の
意
識
の
構
造
を
さ
ぐ
り
、
語
り
手
を
含
め
た
物
語
と
し
て
「
物
語
内
容
」
を
と
ら
え
る
こ
と
に
あ
る
。
 
 

と
は
い
え
、
そ
の
手
が
か
り
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ち
物
語
の
言
説
以
外
に
な
く
、
従
来
の
方
法
と
そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で
 
 

は
な
い
。
 
 

2
 
 

丁
ユ
 
 
 

「
和
解
」
 
の
時
間
構
成
を
物
理
的
な
時
間
の
順
序
に
即
し
て
整
理
し
な
お
し
た
須
藤
松
雄
氏
の
 
「
略
表
」
が
あ
る
が
、
そ
の
誤
り
 
 

（
6
）
 
 

（
5
）
 
 

を
指
摘
し
た
筆
者
の
意
見
や
、
訂
正
・
整
備
を
行
っ
た
山
田
有
策
氏
の
 
「
時
間
表
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
 
「
順
吉
の
変
貌
を
保
 
 

（
7
）
 
 

降
す
る
重
層
化
し
た
時
間
の
厚
さ
や
質
量
」
を
重
視
す
る
関
谷
一
郎
氏
の
批
判
が
あ
る
。
関
谷
氏
の
見
解
は
、
言
い
か
え
れ
ば
語
ら
 
 

れ
た
時
間
の
順
に
し
た
が
っ
て
読
み
進
む
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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関
谷
氏
は
そ
の
意
味
か
ら
冒
頭
の
一
節
に
注
目
し
、
山
田
氏
の
 
「
予
定
調
和
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
説
も
受
け
入
れ
な
が
ら
、
「
す
べ
 
 

て
が
終
っ
た
地
点
か
ら
、
即
ち
 
（
和
解
）
 
と
い
う
収
束
地
点
を
見
据
え
な
が
ら
」
書
き
出
さ
れ
た
と
し
、
「
主
人
公
順
吉
が
ま
ず
父
 
 

の
居
る
東
京
へ
行
く
と
い
う
動
き
」
が
「
「
予
定
調
和
」
と
し
て
の
 
（
和
解
）
 
に
向
け
て
の
初
動
」
で
あ
る
こ
と
、
父
と
の
「
不
和
 
 

の
象
徴
た
る
「
最
初
の
児
」
 
の
死
を
再
確
認
す
る
墓
参
か
ら
「
和
解
」
 
と
い
う
作
品
が
始
ま
る
と
い
う
こ
と
」
を
あ
げ
る
。
こ
の
指
 
 

摘
は
鋭
い
。
ま
た
、
冒
頭
の
章
全
体
を
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
す
で
に
竹
盛
天
雄
氏
に
、
祖
父
母
や
母
の
墓
前
で
の
心
的
状
態
、
「
肉
 
 

；
エ
 
 

親
愛
の
交
換
」
が
「
和
解
・
調
和
へ
の
気
運
」
を
呼
び
出
す
と
い
う
勝
れ
た
指
摘
も
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
論
を
首
肯
し
な
が
ら
も
、
（
和
解
）
 
の
物
語
を
語
ろ
う
と
す
る
語
り
手
が
、
な
ぜ
こ
の
上
京
の
場
面
か
ら
語
り
出
さ
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
 
 

此
七
月
什
一
日
は
昨
年
生
れ
て
五
十
六
日
日
に
死
ん
だ
最
初
の
児
の
一
周
忌
に
当
つ
て
居
た
。
自
分
は
墓
参
り
の
為
め
我
孫
 
 

子
か
ら
久
し
振
り
で
上
京
し
た
。
（
傍
点
付
加
）
 
 
 

ま
ず
「
此
」
と
い
う
語
が
注
目
さ
れ
る
。
「
此
」
は
な
く
て
も
意
味
は
通
じ
そ
う
だ
が
、
な
ぜ
付
さ
れ
た
の
か
。
「
此
」
の
一
語
は
、
 
 

後
に
回
想
す
る
 
（
昨
年
の
）
 
に
対
比
し
た
（
今
年
の
）
も
し
く
は
（
最
近
の
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
七
月
 
 

三
十
一
日
が
語
り
手
の
現
在
に
近
接
し
た
時
間
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
 
 
 

と
は
い
え
、
こ
れ
に
つ
づ
く
八
月
十
五
日
ご
ろ
ま
で
の
日
々
が
特
記
さ
れ
る
こ
と
な
く
粗
速
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、
八
月
二
十
三
 
 

日
が
「
今
か
ら
四
週
間
前
」
 
（
十
一
）
 
と
し
て
語
り
手
の
 
「
今
」
 
に
最
も
近
漬
し
た
時
間
と
想
定
さ
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
 
 

こ
の
日
が
現
在
か
ら
も
過
去
か
ら
も
突
出
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
言
説
の
上
か
ら
、
こ
の
日
が
最
初
の
児
の
一
周
忌
と
 
 

い
う
特
別
な
日
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
よ
う
だ
。
 
 

（
q
、
）
 
 
 

そ
れ
と
と
も
に
、
山
口
直
孝
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
久
し
振
り
で
上
京
し
た
」
も
注
目
さ
れ
る
。
後
に
は
、
彼
（
語
り
の
対
 
 

象
と
し
て
の
「
自
分
」
、
以
下
（
彼
）
と
呼
び
、
こ
れ
に
対
し
て
語
り
手
と
し
て
の
「
自
分
」
が
区
別
で
き
る
場
合
に
は
、
以
下
（
語
 
 

り
手
・
彼
）
 
と
呼
ぶ
）
 
は
、
七
月
二
十
三
日
か
ら
 
「
二
三
日
し
て
」
 
（
十
）
 
上
京
し
、
祖
母
や
母
や
妹
た
ち
と
誕
生
し
た
ば
か
り
の
 
 

児
の
名
前
に
つ
い
て
協
議
し
、
「
留
女
子
」
と
命
名
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
前
回
の
上
京
か
ら
こ
の
日
ま
で
、
わ
ず
か
五
、
六
日
 
 
即
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し
か
間
が
な
い
。
す
る
と
、
外
の
目
的
で
の
上
京
は
 
「
久
し
振
り
」
 
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
「
墓
参
」
と
い
う
目
的
で
の
上
京
は
 
 
髄
 
 

「
久
し
振
り
」
 
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
言
説
の
上
で
は
そ
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
被
お
よ
び
 
 

語
り
手
・
彼
が
そ
の
よ
う
な
明
確
な
意
識
に
基
づ
い
て
い
た
か
、
に
わ
か
に
断
定
で
き
な
い
。
 
 
 

問
題
は
、
上
京
し
た
彼
が
、
上
野
に
着
く
と
す
ぐ
に
麻
布
の
家
に
電
話
を
掛
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

彼
が
利
用
し
た
電
話
は
（
自
働
電
話
）
 
（
公
衆
電
話
）
 
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ち
な
み
に
（
自
働
電
話
）
は
一
九
〇
〇
年
に
新
橋
、
上
 
 

野
の
停
車
場
前
に
は
じ
め
て
設
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
劇
場
、
公
園
、
繁
華
街
な
ど
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
二
年
末
に
は
六
 
 

〔
1
0
）
 
 

五
四
箇
所
に
及
ん
だ
と
い
う
。
後
を
読
め
ば
、
彼
は
実
家
に
し
ば
し
ば
電
話
を
掛
け
る
が
、
そ
の
発
信
は
東
京
に
い
る
と
き
だ
け
に
 
 

限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
彼
の
住
む
我
孫
子
で
は
医
者
の
家
に
さ
え
電
話
は
な
く
、
緊
急
の
さ
い
の
遠
方
へ
の
連
絡
手
段
は
駅
か
ら
打
 
 

つ
電
報
に
限
ら
れ
、
そ
れ
も
受
け
付
け
時
間
に
制
限
が
あ
る
。
わ
ず
か
に
「
規
則
外
」
 
で
は
あ
る
が
、
駅
員
の
好
意
に
よ
っ
て
鉄
道
 
 

電
話
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
程
度
で
あ
る
 
（
十
）
。
 
 
 

し
た
が
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
上
野
の
電
話
こ
そ
、
電
線
を
通
じ
て
実
家
と
直
接
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
、
最
も
有
力
な
手
段
で
 
 

あ
っ
た
。
「
久
し
振
り
」
と
感
じ
た
の
は
、
彼
が
実
家
と
離
れ
て
い
る
 
（
離
さ
れ
て
い
る
）
 
心
的
時
間
の
長
さ
を
表
し
た
も
の
と
読
 
 

み
と
れ
る
。
彼
は
そ
れ
ほ
ど
実
家
に
関
す
る
情
報
に
飢
え
て
い
た
よ
う
だ
。
 
 
 

た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
相
手
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
母
 
（
義
母
）
 
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
母
は
、
彼
を
 
 

心
的
に
実
家
と
結
び
つ
け
る
媒
介
者
と
し
て
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
を
冒
頭
部
の
つ
ぎ
の
と
こ
ろ
に
見
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
。
 
 

（
…
）
 
電
話
を
か
け
た
。
出
て
来
た
女
中
に
母
を
呼
び
出
し
て
貰
つ
た
。
 
 

「
お
祖
母
さ
ん
は
如
何
で
す
か
」
と
云
つ
た
。
 
 

「
お
元
気
で
す
け
ど
未
だ
お
出
掛
に
な
る
の
は
少
し
早
い
の
で
、
お
墓
へ
は
今
朝
私
が
出
て
来
ま
し
た
」
と
母
が
答
へ
た
。
 
 

「
さ
う
で
す
か
。
僕
も
こ
れ
か
ら
青
山
へ
行
く
心
算
で
す
」
 
（
傍
点
付
加
）
 
 
 

彼
が
電
話
し
た
直
接
の
動
機
は
、
祖
母
の
安
否
を
確
か
め
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
た
め
だ
け
な
ら
ば
、
女
中
に
た
ず
ね
る
こ
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と
 
（
実
際
、
八
月
二
十
三
日
に
は
一
度
そ
う
し
て
い
る
）
 
も
で
き
た
は
ず
な
の
に
、
わ
ざ
わ
ざ
母
を
呼
び
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
 
 

な
ぜ
母
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
後
の
会
話
で
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
父
の
そ
の
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
知
 
 

る
た
め
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
も
う
少
し
別
な
動
機
が
働
い
て
 
 

い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

と
も
あ
れ
、
祖
母
の
様
子
を
た
ず
ね
る
彼
に
対
し
て
母
は
応
答
し
、
つ
づ
い
て
「
お
墓
へ
は
今
朝
私
が
出
て
来
ま
し
た
」
と
言
う
。
 
 

そ
れ
は
、
彼
の
亡
く
な
っ
た
児
に
対
す
る
彼
女
の
心
づ
か
い
が
表
さ
れ
た
も
の
と
 
（
読
者
に
は
）
 
理
解
で
き
る
。
だ
が
、
読
み
の
上
 
 

の
問
題
と
し
て
は
、
「
さ
う
で
す
か
 
（
…
）
」
と
応
え
る
そ
の
と
き
の
彼
が
そ
れ
を
理
解
し
た
か
ど
う
か
を
 
（
読
者
が
）
 
確
認
で
き
な
 
 

い
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
つ
づ
く
一
節
に
も
二
人
の
緊
張
に
充
ち
た
や
り
と
り
が
あ
る
。
 
 

二
人
は
一
寸
黙
つ
た
。
 
 

「
今
日
は
青
山
だ
け
で
す
か
？
」
と
母
が
云
つ
た
。
 
 

「
友
達
の
所
へ
も
寄
る
心
算
で
す
」
と
答
へ
た
。
 
 

母
は
云
ひ
に
く
さ
う
に
少
し
小
声
に
な
つ
て
、
 
 

「
今
日
は
お
父
さ
ん
お
在
宅
な
の
…
…
」
と
云
つ
た
。
 
 

「
さ
う
で
す
か
。
又
其
内
に
出
て
来
ま
せ
う
」
 
 

自
分
は
出
来
る
だ
け
そ
れ
を
無
心
ら
し
く
い
つ
た
が
、
屈
辱
か
ら
来
る
不
愉
快
な
表
情
は
電
話
口
だ
け
に
露
骨
に
自
分
の
顔
 
 

に
現
れ
る
の
を
感
じ
た
。
母
は
、
 
 

「
康
子
や
留
女
子
も
元
気
で
す
ネ
」
と
未
だ
産
裾
に
ゐ
る
妻
や
九
日
前
に
生
れ
た
第
二
の
児
の
事
を
訊
い
た
。
 
 

「
元
気
に
し
て
居
ま
す
」
 
 

「
お
乳
も
よ
く
出
ま
す
か
？
」
 
 

「
よ
く
出
ま
す
」
そ
し
て
自
分
は
「
そ
れ
ぢ
や
あ
…
…
」
と
云
つ
た
。
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「
あ
の
ね
。
若
し
お
出
か
け
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、
又
後
で
掛
け
て
見
て
下
さ
い
」
と
母
が
云
つ
た
。
（
傍
点
付
加
）
 
 
 

長
い
引
用
だ
が
、
一
行
た
り
と
も
省
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
二
人
は
一
寸
黙
っ
た
」
 
の
は
な
ぜ
か
。
二
人
は
い
ま
、
あ
る
こ
と
 
 

を
話
題
に
し
た
い
の
だ
が
、
た
め
ら
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
が
先
に
口
火
を
切
る
か
。
じ
つ
は
、
彼
が
上
野
に
着
き
し
だ
い
こ
の
家
に
 
 

電
話
を
掛
け
た
の
は
、
青
山
墓
地
を
経
て
こ
の
家
に
向
か
う
こ
と
を
当
然
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
母
も
ま
た
、
彼
の
 
 

こ
の
気
持
ち
を
察
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
沈
黙
は
、
（
行
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
か
）
と
い
う
彼
の
開
い
と
、
（
い
ま
来
 
 

ら
れ
て
は
ま
ず
い
）
 
と
い
う
母
の
答
え
と
が
、
ど
ち
ら
も
言
い
出
せ
な
い
ま
ま
宙
に
浮
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
無
言
の
ま
ま
で
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
母
は
 
「
今
日
は
青
山
だ
け
で
す
か
？
」
と
、
彼
の
意
図
を
遠
 
 

回
し
に
打
診
す
る
。
彼
に
来
る
予
定
が
な
け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
夫
の
在
宅
の
事
実
を
告
げ
て
彼
の
気
持
ち
を
損
ね
る
こ
と
も
な
い
。
 
 

「
青
山
だ
け
」
 
は
、
彼
の
青
山
の
後
の
行
動
を
確
か
め
る
碗
曲
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
は
、
「
友
達
の
所
へ
も
寄
 
 

る
心
算
で
す
」
と
答
え
る
。
「
へ
も
寄
る
」
と
い
う
の
は
、
（
そ
の
後
で
行
き
た
い
）
と
い
う
、
こ
れ
も
遠
回
し
の
言
い
方
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
を
察
知
し
た
母
は
、
つ
い
に
二
人
の
共
通
の
問
題
、
夫
 
（
父
）
 
の
在
宅
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
も
「
云
ひ
に
く
さ
う
 
 

に
少
し
小
声
に
な
つ
て
」
と
い
う
調
子
で
。
こ
こ
に
は
彼
へ
の
配
慮
と
と
も
に
、
家
の
中
で
耳
を
澄
ま
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
夫
 
 

に
、
彼
と
の
話
を
聞
か
せ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
も
働
い
て
い
よ
う
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
、
は
た
し
て
彼
が
そ
う
し
た
母
の
気
持
 
 

ち
を
理
解
し
た
か
ど
う
か
は
、
（
読
者
は
）
 
確
認
で
き
な
い
。
 
 
 

父
の
在
宅
を
告
げ
ら
れ
た
彼
は
、
相
手
の
顔
が
見
え
な
い
電
話
口
だ
け
に
、
余
計
不
愉
快
な
顔
つ
き
に
な
る
。
す
る
と
、
母
は
そ
 
 

れ
を
敏
感
に
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
す
か
さ
ず
、
ま
だ
産
梅
の
床
に
就
い
て
い
る
彼
の
妻
や
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
児
の
こ
と
を
 
 

た
ず
ね
る
。
不
愉
快
に
な
っ
た
彼
の
気
持
ち
を
別
の
方
向
に
転
換
さ
せ
て
や
り
た
い
と
い
う
彼
女
の
と
っ
さ
の
横
転
で
あ
る
。
く
り
 
 

か
え
す
が
、
こ
こ
で
も
彼
が
母
の
真
意
を
悟
っ
た
か
ど
う
か
。
と
も
あ
れ
、
電
話
を
切
ろ
う
と
す
る
彼
に
、
母
は
、
も
う
一
度
電
話
 
 

を
掛
け
な
お
す
よ
う
に
と
言
う
。
彼
の
、
家
に
立
ち
寄
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
掛
酌
し
、
そ
の
期
待
を
先
に
つ
な
い
だ
の
で
あ
る
。
 
 
 

母
の
気
づ
か
い
は
、
こ
の
箇
所
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
 
 
 

こ
の
後
、
彼
は
青
山
墓
地
で
祖
父
と
祖
母
の
墓
を
訪
れ
、
花
立
て
が
 
「
そ
の
朝
差
し
た
花
で
ど
れ
も
一
杯
」
な
の
を
眼
に
し
、
亡
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き
胆
∵
慧
子
の
墓
の
ほ
う
に
回
る
と
、
「
其
処
の
花
立
に
も
花
が
…
杯
だ
つ
た
」
 
こ
と
を
知
る
。
先
刻
の
 
「
お
墓
へ
は
今
朝
私
が
出
 
 

て
来
ま
し
た
」
と
い
う
母
の
発
言
が
言
説
以
上
に
実
行
さ
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
も
、
彼
の
感
想
 
 

は
わ
ぎ
と
の
よ
う
に
語
ら
れ
な
い
。
 
 
 

彼
は
母
の
意
向
に
沿
わ
ず
、
電
話
を
掛
け
な
い
で
実
家
に
赴
く
。
父
が
い
る
ら
し
い
の
で
、
さ
す
が
に
玄
関
を
避
け
て
「
仲
の
口
」
 
 

（
傍
点
付
加
）
 
か
ら
上
が
る
と
、
そ
の
廊
下
で
母
と
出
会
う
。
母
は
 
「
一
寸
驚
い
た
や
う
だ
つ
た
が
、
直
ぐ
何
気
な
く
普
通
の
挨
拶
」
 
 

を
す
る
。
さ
っ
き
電
話
で
話
し
た
こ
と
な
ど
お
く
び
に
も
出
さ
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
つ
づ
く
場
面
で
は
、
電
話
の
と
 
 

き
の
よ
う
な
母
と
の
会
話
が
少
し
も
語
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
電
話
に
は
受
話
器
を
通
し
て
人
を
一
対
一
の
関
 
 

係
で
直
接
的
に
結
び
つ
け
る
機
能
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
は
そ
れ
を
利
用
し
て
母
と
の
間
に
特
別
な
関
係
、
（
内
 
 

部
通
報
者
）
、
あ
る
い
は
父
の
眼
を
盗
む
 
（
共
犯
者
）
 
の
関
係
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
者
が
い
る
 
 

と
こ
ろ
で
は
通
常
の
関
係
に
戻
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
場
面
で
は
、
も
う
ひ
と
つ
、
彼
の
知
り
え
な
い
と
こ
ろ
で
母
が
あ
る
動
き
を
し
て
い
る
こ
と
を
 
（
読
者
は
）
 
読
み
と
る
べ
き
 
 

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
祖
母
の
部
屋
で
彼
が
祖
母
と
話
を
し
て
い
る
と
、
「
母
や
小
さ
い
妹
な
ど
が
出
て
来
」
、
「
女
中
が
菓
子
ヤ
冷
し
 
 

た
飲
物
な
ど
を
運
ん
で
来
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
小
さ
い
妹
」
 
や
「
女
中
」
ら
が
自
ら
の
意
志
で
勝
 
 

手
に
や
っ
て
来
た
わ
け
で
は
な
い
。
別
の
部
屋
で
母
が
彼
を
歓
待
す
る
よ
う
、
彼
ら
に
ひ
そ
か
に
言
い
含
め
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
 
 
 

長
々
と
見
て
き
た
の
は
、
母
の
彼
に
対
す
る
思
い
や
り
、
や
さ
し
さ
と
い
っ
た
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
読
者
の
読
み
に
よ
っ
て
浮
か
 
 

び
上
が
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
た
め
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
語
り
の
対
象
と
し
て
の
彼
の
心
的
状
態
は
、
父
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
 
 

そ
の
関
係
か
ら
派
生
す
る
 
「
屈
辱
か
ら
来
る
不
愉
快
」
と
い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
一
方
、
母
 
（
義
母
）
 
に
対
し
て
は
 
 

た
ら
く
親
和
な
感
情
は
わ
ざ
と
の
よ
う
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
な
い
の
か
、
あ
る
 
 

い
は
わ
ぎ
と
気
が
つ
か
な
い
ふ
り
を
し
て
い
る
の
か
、
い
ず
れ
と
も
判
別
で
き
な
い
。
 
 
 

し
か
し
、
少
な
く
と
も
語
り
手
・
彼
に
は
そ
れ
が
充
分
意
識
さ
れ
て
い
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
読
者
で
あ
る
私
た
ち
が
、
こ
の
母
 
 

の
心
づ
か
い
を
手
に
取
る
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
語
り
手
・
彼
は
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
読
者
に
メ
ッ
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3
 
 
 

「
和
解
」
を
（
和
解
）
 
へ
の
物
語
と
し
て
読
む
場
合
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
始
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
経
過
を
経
た
か
を
た
ど
る
こ
と
 
 

〓
 
 

は
当
然
な
こ
と
な
が
ら
重
要
で
あ
ろ
う
。
よ
く
引
用
さ
れ
る
正
宗
白
鳥
の
「
父
子
の
争
闘
の
根
本
が
暖
味
模
糊
の
感
じ
が
す
る
」
と
 
 

い
う
批
判
は
有
名
だ
が
、
語
り
手
・
彼
の
な
か
に
は
不
和
の
原
因
を
追
求
し
よ
う
と
い
う
意
図
は
も
と
も
と
な
か
っ
た
ら
し
く
、
白
 
 

鳥
の
批
判
は
必
ず
し
も
当
た
っ
て
い
な
い
。
「
丁
度
十
一
年
前
」
 
の
こ
と
と
し
て
想
起
さ
れ
る
「
こ
れ
か
ら
は
如
何
な
事
が
あ
つ
て
 
 

も
決
し
て
彼
奴
の
為
め
に
は
涙
は
溢
れ
な
い
」
と
い
う
父
の
発
言
（
三
）
が
不
和
の
端
緒
と
言
え
ば
い
え
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
不
和
 
 

の
状
態
か
ら
そ
の
解
消
へ
と
進
捗
し
た
経
緯
を
語
る
こ
と
が
、
語
り
手
・
彼
の
本
意
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

最
初
の
 
（
和
解
）
 
へ
の
動
き
は
、
父
の
ほ
う
か
ら
仕
掛
け
ら
れ
た
。
「
一
昨
年
の
春
」
 
（
三
）
、
そ
の
少
し
前
に
彼
は
結
嬉
し
、
こ
 
 

れ
が
「
父
と
の
不
和
の
最
近
の
原
因
」
と
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
父
は
「
二
人
の
間
の
不
和
の
彼
の
或
る
和
ぎ
を
作
る
目
的
」
で
、
 
 

結
婚
し
た
ば
か
り
の
彼
の
住
む
京
都
へ
一
番
上
の
妹
を
と
も
な
っ
て
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
父
か
ら
す
れ
ば
二
人
の
結
婚
を
認
め
、
 
 

な
お
か
つ
い
っ
し
ょ
に
 
「
奈
良
大
阪
を
歩
く
」
 
こ
と
で
、
彼
ら
を
許
し
、
損
わ
れ
た
親
子
の
関
係
を
修
復
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
こ
れ
を
拒
絶
し
、
結
局
父
を
激
怒
さ
せ
て
し
ま
う
。
 
 
 

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
（
和
解
）
 
へ
の
物
語
の
起
点
が
こ
の
「
一
昨
年
の
春
」
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
語
り
手
・
彼
 
 

は
、
結
果
は
ど
う
あ
れ
、
父
の
側
に
も
（
和
解
）
の
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
か
ら
物
語
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
こ
と
か
ら
半
年
余
り
後
、
祖
母
の
見
舞
い
に
訪
れ
た
父
の
家
で
、
彼
は
、
突
然
父
か
ら
「
こ
の
家
へ
の
出
入
り
」
禁
止
を
宣
 
 

告
さ
れ
る
 
（
三
）
。
そ
の
前
の
半
年
ほ
ど
の
間
、
彼
ら
夫
婦
は
京
都
か
ら
鎌
倉
を
経
て
上
州
赤
城
山
に
行
き
、
そ
こ
で
四
か
月
ほ
ど
 
 
 

セ
ー
ジ
を
送
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
 
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
語
り
手
・
彼
が
こ
の
よ
う
な
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
（
現
在
か
ら
も
過
去
か
ら
も
突
出
 
 

し
た
時
間
）
 
で
あ
る
冒
頭
部
に
も
っ
て
き
た
こ
と
に
、
や
は
り
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
母
の
イ
メ
ー
ジ
こ
そ
、
「
和
解
」
を
読
 
 

み
解
く
鍵
で
あ
る
と
考
え
る
。
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暮
ら
し
た
後
、
今
の
我
孫
子
に
落
ち
着
い
た
の
で
あ
る
が
、
妻
の
神
経
衰
弱
は
ほ
と
ん
ど
直
り
、
し
か
も
懐
妊
し
た
。
す
で
に
多
く
 
 

の
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
赤
城
山
で
の
生
活
と
妻
の
懐
妊
は
、
（
自
然
性
）
 
の
獲
得
と
し
て
理
解
で
き
る
。
こ
う
し
た
 
（
自
然
性
）
 
 

に
よ
っ
て
彼
の
ほ
う
だ
け
「
京
都
時
分
と
気
持
の
変
」
化
が
生
じ
、
父
と
対
立
す
る
気
持
ち
を
失
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

父
の
ほ
う
は
怒
り
を
持
続
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
う
し
た
感
情
の
行
き
違
い
に
よ
っ
て
不
和
は
ま
た
新
た
な
展
開
を
見
せ
る
こ
と
に
 
 

な
る
。
 
 
 

以
後
、
最
初
の
子
の
死
を
め
ぐ
る
実
家
と
の
ト
ラ
ブ
ル
（
七
）
、
回
覧
雑
誌
の
発
行
（
九
）
、
第
二
子
の
誕
生
（
十
）
な
ど
を
経
て
、
 
 

彼
の
気
持
ち
は
 
（
和
解
）
 
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
。
 
 
 

そ
し
て
、
「
今
か
ら
四
週
間
程
前
の
事
」
 
（
十
一
）
 
と
語
り
出
さ
れ
る
八
月
「
二
十
三
日
」
、
祖
母
の
顎
が
外
れ
る
と
い
う
事
件
が
 
 

起
こ
る
。
そ
こ
か
ら
、
物
語
は
、
急
転
回
を
す
る
こ
と
に
な
る
ゥ
 
 
 

彼
は
そ
の
日
た
ま
た
ま
上
京
し
て
お
り
、
出
先
か
ら
電
話
を
す
る
と
、
運
よ
く
母
が
出
る
。
こ
こ
で
も
、
彼
が
実
家
の
出
来
事
を
 
 

知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
電
話
を
通
し
て
の
母
の
言
葉
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
 
 

「
今
は
よ
う
く
お
寝
み
に
な
つ
て
お
い
で
な
ん
で
す
け
ど
、
少
し
お
熱
が
あ
る
や
う
な
の
」
と
母
が
云
つ
た
。
（
…
）
 
 

「
大
分
あ
り
ま
す
ネ
。
そ
れ
ぢ
や
あ
ネ
、
一
寸
用
が
あ
り
ま
す
が
、
済
ま
し
て
、
直
ぐ
行
き
ま
す
」
と
自
分
は
云
つ
た
。
「
え
 
 

え
」
と
母
は
答
へ
た
。
自
分
は
父
が
居
る
の
だ
な
と
思
つ
た
。
 
 
 

阻
母
の
病
気
の
報
に
接
し
、
す
ぐ
駆
け
つ
け
よ
う
と
す
る
彼
に
対
し
て
、
母
の
返
事
は
 
「
、
そ
竺
と
だ
け
で
あ
る
。
（
す
ぐ
お
見
 
 

舞
い
に
来
て
く
だ
さ
い
）
と
言
わ
な
い
こ
と
で
、
彼
は
即
座
に
父
の
在
宅
を
察
知
す
る
。
彼
と
母
の
間
に
密
接
な
心
的
関
係
が
成
立
 
 

し
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
母
の
サ
イ
ン
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
実
家
を
訪
れ
る
。
今
度
は
「
仲
の
ロ
」
 
 

で
は
な
く
、
「
玄
関
」
 
（
傍
点
付
加
）
 
か
ら
入
り
、
祖
母
の
部
屋
に
行
く
。
は
た
し
て
そ
れ
が
父
の
忌
諒
に
触
れ
た
よ
う
だ
。
父
は
、
 
 

祖
母
の
部
屋
で
祖
母
の
下
の
始
末
を
し
て
い
る
母
を
 
（
女
中
を
介
し
て
）
 
呼
び
つ
け
、
何
事
か
を
母
に
告
げ
る
。
母
は
 
「
不
愉
快
な
 
 

顔
」
 
で
戻
っ
て
く
る
。
 
 

（
母
は
）
 
縁
側
か
ら
自
分
に
手
招
き
を
し
た
。
自
分
は
起
っ
て
行
つ
た
。
母
は
小
声
で
、
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「
お
阻
母
さ
ん
も
ネ
、
此
御
様
子
な
ら
も
う
心
配
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
今
日
は
ど
う
か
こ
れ
で
帰
つ
て
下
さ
い
。
ね
え
、
 
 
 

ど
う
か
気
を
悪
く
し
な
い
で
」
と
云
つ
た
。
自
分
は
ム
ッ
と
し
て
黙
っ
て
ゐ
た
。
自
分
は
母
が
「
此
様
子
な
ら
心
配
は
な
い
」
 
 

と
云
つ
て
ゐ
る
気
持
が
理
解
出
来
な
か
つ
た
。
母
は
又
、
 
 

「
か
う
云
ふ
御
病
気
の
中
で
若
し
お
父
さ
ん
と
衝
突
で
も
す
る
や
う
な
事
が
あ
る
と
、
そ
れ
こ
そ
、
何
よ
り
の
不
幸
に
な
る
 
 

の
で
す
か
ら
」
 
と
云
つ
た
。
 
 

「
お
父
さ
ん
と
僕
と
の
関
係
と
、
お
祖
母
さ
ん
と
の
関
係
と
は
全
然
別
な
も
の
に
僕
は
考
へ
て
ゐ
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
お
母
 
 

さ
ん
も
認
め
て
下
さ
る
で
せ
う
7
」
自
分
は
少
し
克
督
し
て
云
つ
た
。
 
 

「
え
え
、
そ
れ
は
よ
く
解
つ
て
ゐ
ま
す
」
 
 

「
そ
ん
な
ら
お
父
さ
ん
に
も
そ
れ
を
認
め
て
頂
き
ま
せ
う
。
若
し
認
め
て
下
さ
ら
な
く
て
も
僕
の
す
る
事
は
同
じ
で
す
け
れ
 
 

ど
、
兎
も
角
出
来
る
だ
け
穏
か
に
お
父
さ
ん
に
手
紙
を
書
い
て
顧
つ
て
見
ま
せ
う
」
 
 

「
そ
れ
が
、
よ
ご
ざ
ん
す
よ
。
心
か
ら
穏
か
に
ね
」
 
（
傍
点
付
加
）
 
 
 

母
の
 
「
不
愉
快
な
顔
」
 
に
、
父
の
彼
に
対
す
る
怒
り
の
感
情
や
意
向
の
反
映
を
見
る
こ
と
は
、
（
読
者
に
と
っ
て
）
 
容
易
で
あ
ろ
 
 

う
。
し
た
が
っ
て
母
の
、
「
此
様
子
な
ら
心
配
は
な
い
」
と
い
う
言
説
も
、
彼
を
帰
さ
せ
る
た
め
の
単
な
る
口
実
に
す
ぎ
な
い
。
に
 
 

も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
に
は
そ
れ
が
「
理
解
出
来
な
か
つ
た
」
と
い
う
（
む
ろ
ん
語
り
手
・
彼
に
は
理
解
で
き
て
い
た
は
ず
で
あ
る
）
。
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
は
、
母
が
夫
 
（
父
）
 
の
意
向
の
単
な
る
伝
達
者
で
は
な
く
、
夫
を
立
て
、
義
理
の
息
子
も
立
て
よ
う
と
 
 

し
て
腐
心
し
て
い
る
さ
ま
が
見
え
て
く
る
。
 
 
 

彼
の
ほ
う
は
、
「
少
し
克
奮
」
し
て
自
分
と
祖
母
と
の
関
係
は
父
と
の
そ
れ
と
は
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
の
主
 
 

張
に
は
、
祖
母
は
父
に
と
っ
て
母
で
あ
る
か
ら
、
藤
 
（
彼
）
 
に
会
い
た
い
と
い
う
彼
女
の
意
向
を
無
下
に
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
 
 

い
は
ず
だ
と
い
う
計
算
が
働
い
て
い
る
。
い
わ
ば
父
の
弱
点
を
つ
い
た
論
理
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
こ
こ
に
は
、
祖
母
と
の
関
係
 
 

を
強
調
す
る
こ
と
で
、
父
と
の
対
立
を
一
家
内
の
諸
人
間
関
係
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
嬢
小
化
し
よ
う
と
す
る
彼
の
意
 
 

図
が
、
あ
ら
わ
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 



池 内 輝 雄   148  

と
は
い
え
一
家
の
統
率
者
 
（
家
長
）
 
で
あ
る
父
と
し
て
は
、
そ
の
論
理
は
彼
の
手
前
勝
手
な
理
屈
で
あ
っ
て
、
と
う
て
い
認
め
る
 
 

わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
父
が
二
年
ほ
ど
前
に
彼
に
申
し
渡
し
た
の
は
、
「
出
入
り
」
禁
止
、
つ
ま
り
（
家
）
 
 

か
ら
の
追
放
で
あ
る
。
母
に
は
そ
の
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
て
い
る
。
「
そ
れ
は
よ
く
解
つ
て
ゐ
ま
す
」
と
い
う
発
言
は
、
（
私
に
は
分
 
 

か
っ
て
い
る
。
で
も
、
夫
 
（
父
）
 
は
ど
う
か
）
 
と
い
う
含
み
を
残
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

読
み
が
微
妙
な
の
は
、
「
そ
ん
な
ら
お
父
さ
ん
に
も
そ
れ
を
認
め
て
頂
き
ま
せ
う
」
と
い
う
彼
の
発
言
で
あ
る
。
彼
が
母
の
言
説
 
 

に
込
め
ら
れ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
 
（
隠
さ
れ
た
意
味
）
 
を
感
じ
と
っ
て
い
な
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
分
か
り
な
が
ら
も
、
「
克
奮
」
 
の
余
 
 

勢
を
駆
っ
て
母
の
言
説
の
表
面
的
な
意
味
 
（
自
分
の
主
張
を
母
が
賛
同
し
た
と
い
う
）
 
に
即
応
す
る
。
そ
し
て
今
ま
で
避
け
て
き
た
 
 

父
と
の
接
触
 
（
こ
こ
で
は
手
紙
を
書
く
こ
と
で
あ
る
が
）
 
を
、
つ
い
に
、
自
ら
言
い
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
 
（
和
解
）
 
へ
の
糸
口
 
 

と
な
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
見
方
を
か
え
れ
ば
、
彼
は
そ
う
す
る
べ
く
誘
い
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
 
 

そ
れ
が
母
の
誘
導
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

母
は
即
座
に
賛
成
す
る
。
そ
し
て
「
心
か
ら
穏
か
に
ね
」
と
い
う
注
文
を
付
け
る
。
こ
の
あ
と
も
、
「
兄
さ
ん
の
気
持
も
落
着
い
 
 

た
時
に
穏
か
に
手
紙
で
書
い
て
上
げ
て
下
さ
い
」
、
「
お
父
さ
ん
に
上
げ
る
手
紙
も
理
屈
は
云
は
な
い
で
、
出
来
る
だ
け
穏
か
に
ネ
」
 
 

（
傍
点
付
加
）
 
と
 
「
穏
か
」
を
三
度
も
く
り
か
え
し
、
強
調
す
る
。
 
 
 

4
 
 
 

父
へ
の
手
紙
に
、
「
自
分
は
母
に
云
は
れ
る
迄
も
な
く
、
理
屈
を
 
（
…
）
 
書
く
気
は
し
な
か
つ
た
」
 
（
十
二
）
 
と
い
う
。
「
母
に
云
 
 

は
れ
る
進
も
な
く
」
と
い
う
が
、
彼
の
主
張
が
「
理
屈
」
で
あ
る
こ
と
は
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
理
屈
」
を
 
 

書
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
母
の
気
持
を
受
け
と
め
、
自
身
の
考
え
を
組
み
替
え
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
 
 

し
か
し
、
こ
の
作
業
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
「
比
較
的
穏
か
な
顔
を
し
た
父
を
頭
に
浮
べ
な
が
ら
」
書
こ
う
と
す
る
が
、
書
い
て
い
 
 

る
う
ち
に
、
「
父
の
顔
は
段
々
変
っ
て
行
く
」
。
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
う
ち
に
過
去
の
感
情
が
よ
み
が
え
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
 
 

う
。
こ
の
こ
と
は
、
じ
つ
は
、
彼
が
作
家
と
し
て
父
と
自
身
と
を
モ
デ
ル
に
し
た
小
説
「
空
想
家
」
・
「
夢
想
家
」
を
書
こ
う
と
励
ん
 
 

95   
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で
い
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
彼
が
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
不
和
の
感
情
の
再
生
産
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
現
実
世
 
 

界
で
の
 
（
和
解
）
を
抑
制
し
っ
づ
け
た
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
（
和
解
）
 
へ
の
道
は
、
（
書
く
こ
と
）
を
や
め
れ
ば
い
い
こ
と
に
 
 

な
る
。
彼
が
「
会
つ
た
上
の
成
行
き
に
任
せ
る
」
方
法
、
（
話
す
こ
と
）
を
選
ん
だ
の
は
、
す
で
に
こ
の
と
き
、
（
和
解
）
 
の
方
向
に
 
 

一
歩
踏
み
出
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
 
 
 

こ
う
し
て
、
問
題
の
八
月
三
十
一
日
を
迎
え
る
。
 
 
 

こ
の
日
は
、
実
母
の
二
十
三
回
の
祥
月
命
日
で
あ
り
、
墓
参
に
上
京
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
「
若
し
父
が
 
 

自
家
に
ゐ
た
ら
会
は
う
」
と
決
心
す
る
。
 
 
 

実
家
に
着
く
と
、
玄
関
か
ら
は
入
ら
ず
「
仲
の
口
」
 
に
廻
る
。
こ
そ
こ
そ
し
な
く
て
も
許
さ
れ
そ
う
だ
が
、
や
は
り
、
父
を
慮
っ
 
 

た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
の
叔
父
も
来
て
お
り
、
い
つ
も
よ
り
い
い
着
物
を
着
た
妹
た
ち
も
ひ
か
え
て
い
る
。
一
家
中
が
特
別
な
日
と
い
 
 

う
意
識
を
抱
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

な
か
で
も
、
母
は
 
「
少
し
落
ち
つ
か
な
い
様
子
」
 
で
あ
る
。
母
が
、
あ
る
こ
と
を
胸
に
秘
め
、
そ
の
実
行
の
機
会
を
狙
っ
て
い
る
 
 

ら
し
い
こ
と
は
、
彼
に
も
分
か
る
。
そ
こ
で
、
母
か
ら
、
「
兄
さ
ん
一
寸
お
仏
様
に
お
線
香
を
上
げ
て
来
ま
せ
ん
か
」
と
促
さ
れ
る
 
 

と
、
す
ぐ
に
座
を
立
つ
。
母
も
後
を
つ
い
て
く
る
。
 
 

自
分
は
線
香
を
立
て
て
お
辞
儀
を
し
た
。
 
 

「
お
父
さ
ん
お
家
で
す
ね
？
」
と
自
分
は
側
に
坐
っ
て
ゐ
る
母
に
い
つ
た
。
 
 

「
え
え
、
お
い
で
で
す
」
 
 

「
手
紙
だ
と
気
持
が
中
々
規
は
れ
な
い
の
で
、
矢
張
り
直
接
お
会
ひ
し
た
方
が
い
い
と
思
つ
た
の
で
す
」
 
 

「
そ
り
や
あ
、
穏
か
に
お
話
し
出
来
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
事
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
ど
う
か
ね
、
本
紙
に
穏
か
な
心
に
な
つ
 
 

て
、
静
か
に
お
話
し
て
頂
戴
。
私
も
今
朝
か
ら
度
々
今
日
の
お
仏
様
に
ど
う
か
お
手
引
き
下
さ
る
や
う
に
つ
て
お
願
し
て
居
た
 
 

の
。
兄
さ
ん
も
一
時
の
感
情
で
又
烈
し
い
事
な
ん
か
云
つ
た
り
し
な
い
で
、
一
卜
言
で
い
い
か
ら
、
眼
を
つ
ぶ
つ
て
、
こ
れ
ま
 
 

で
の
事
は
私
が
悪
う
ム
い
ま
し
た
と
お
詫
し
て
F
さ
い
。
（
…
）
 
お
父
さ
ん
も
、
段
々
お
年
を
お
取
り
に
は
な
る
し
、
兄
さ
ん
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と
今
の
や
う
な
関
係
で
い
ら
つ
し
や
る
の
は
本
統
は
大
変
お
苦
し
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
▲
卜
言
兄
さ
ん
が
さ
う
お
詫
す
れ
ば
、
 
 

そ
れ
で
お
父
さ
ん
は
満
足
な
さ
る
の
で
す
か
ら
ね
。
（
＝
・
）
」
母
は
眼
に
涙
を
溜
め
て
居
た
。
（
傍
点
付
加
）
 
 
 

線
香
を
上
げ
る
こ
と
は
母
と
話
を
す
る
き
っ
か
け
に
過
ぎ
な
い
。
母
は
そ
の
き
っ
か
け
を
作
り
、
彼
は
そ
れ
を
し
っ
か
り
受
け
と
 
 

め
て
い
る
。
ま
さ
に
、
彼
の
決
心
と
母
の
思
惑
と
が
ぴ
っ
た
り
息
を
合
わ
せ
て
寄
り
そ
っ
た
緊
迫
し
た
場
面
で
あ
る
。
 
 
 

と
は
い
え
、
母
の
言
う
父
に
三
口
詫
び
を
入
れ
ろ
と
い
う
こ
と
と
、
彼
が
最
初
に
言
い
出
し
た
手
紙
を
書
い
て
了
解
を
求
め
る
と
 
 

い
う
こ
と
と
は
、
大
き
く
ズ
レ
て
い
る
。
母
は
そ
の
論
理
的
な
矛
盾
を
懇
願
と
「
涙
」
と
で
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
 
 

こ
こ
で
の
母
は
、
か
な
り
強
引
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
彼
は
母
の
懇
願
を
保
留
に
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
引
用
の
 
 

後
で
も
、
母
は
、
彼
が
詫
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
お
父
さ
ん
お
祖
母
さ
ん
初
め
、
家
中
の
者
が
菅
晴
々
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
楽
し
く
 
 

暮
ら
し
て
行
け
る
」
（
傍
点
付
加
）
と
、
「
克
奪
し
て
何
度
も
頭
を
下
げ
な
が
ら
」
必
死
に
懇
願
す
る
。
こ
こ
で
は
、
す
で
に
母
は
（
内
 
 

部
通
報
者
）
 
の
立
場
か
ら
‥
歩
踏
み
出
し
、
家
中
の
 
「
皆
」
を
代
表
し
て
彼
に
 
（
和
解
）
を
要
請
し
、
斡
旋
す
る
者
へ
と
大
き
く
変
 
 

貌
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
も
「
穏
か
」
と
い
う
語
が
二
度
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
母
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
へ
の
一
方
的
な
要
請
で
は
な
く
、
彼
の
詫
び
の
相
手
・
夫
（
父
）
の
ほ
う
に
も
当
然
手
を
打
っ
 
 

て
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
読
者
は
、
彼
が
父
の
い
る
書
斎
に
入
っ
て
い
く
場
面
で
、
そ
の
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
 
 書

斎
の
戸
は
開
い
て
居
た
っ
自
分
は
机
の
前
の
椅
子
を
此
方
向
き
に
し
て
腰
掛
け
て
ゐ
る
父
の
穏
か
な
顔
を
見
た
、
父
は
、
 
 

「
其
椅
子
を
…
…
」
と
窓
際
に
遊
べ
た
椅
子
へ
顔
を
向
け
な
が
ら
、
自
分
の
前
の
床
を
指
さ
し
た
。
（
傍
点
付
加
）
 
 
 

父
は
、
さ
ら
に
叔
父
も
呼
び
、
同
席
さ
せ
る
。
父
は
、
彼
が
来
る
の
を
、
わ
ぎ
わ
ざ
「
書
斎
の
戸
」
を
開
け
、
「
此
方
向
き
」
で
 
 

待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
顔
は
「
穏
か
」
だ
と
い
う
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
穏
か
」
 
こ
そ
、
母
の
く
り
か
 
 

え
し
た
特
別
な
語
で
あ
る
。
い
ま
そ
れ
が
父
の
心
的
状
怒
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
、
彼
と
父
と
の
（
和
解
）
 
の
要
因
は
い
く
つ
か
あ
げ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
実
際
に
（
和
解
）
を
仕
掛
け
た
 
 

の
は
母
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
母
は
、
彼
が
知
り
え
な
い
時
と
所
で
父
を
説
得
し
、
（
和
解
）
を
同
意
さ
せ
、
叔
父
も
 
9
7
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伺
席
さ
せ
る
よ
う
に
手
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
 
（
和
解
）
劇
の
シ
ナ
リ
オ
の
書
き
手
は
、
家
庭
内
を
と
り
仕
 
粥
 
 

切
る
母
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
人
称
語
り
の
言
説
の
向
こ
う
に
、
母
を
主
要
登
場
人
物
と
す
る
も
う
 
 

一
つ
の
物
語
が
、
読
者
の
前
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
 
 
 

以
上
、
（
和
解
）
 
へ
の
過
程
で
、
表
立
た
ず
、
し
か
も
着
実
に
「
皆
」
を
統
率
し
、
ま
と
め
あ
げ
た
母
の
姿
を
、
お
そ
ら
く
彼
は
 
 

あ
る
段
階
で
発
見
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
が
、
（
和
解
）
を
語
る
行
為
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
小
 
 

説
「
和
解
」
は
そ
の
よ
う
に
し
て
成
立
す
る
。
冒
頭
部
に
義
母
像
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
 
（
前
景
化
）
 
さ
れ
た
の
は
ゆ
え
の
な
い
こ
 
 

と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

5
 
 
 

「
和
解
」
 
の
物
語
構
造
の
な
か
で
、
母
の
存
在
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
お
そ
ら
く
、
母
は
、
 
 

家
庭
内
を
仕
切
る
 
（
妻
）
 
の
理
想
像
と
し
て
彼
（
お
よ
び
語
り
手
・
彼
）
 
の
眼
に
映
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
彼
 
 

に
、
も
う
一
人
の
 
（
妻
）
、
彼
の
妻
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

彼
の
妻
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
登
場
す
る
か
。
 
 
 

八
月
十
六
日
 
（
二
）
、
あ
る
原
稿
を
書
き
上
げ
た
彼
は
上
京
し
、
「
身
体
が
疲
れ
て
ゐ
て
、
気
分
に
も
張
り
が
な
」
 
い
ま
ま
に
莫
家
 
 

に
出
か
け
、
父
と
気
ま
ず
い
対
面
を
し
て
し
ま
う
。
不
快
な
状
態
か
ら
、
「
や
う
〈
漕
ぎ
つ
け
た
と
云
ふ
気
持
」
で
自
宅
に
戻
る
。
 
 

妻
は
赤
児
を
抱
い
て
玄
関
に
出
迎
え
る
が
、
「
光
り
が
背
後
か
ら
来
て
ゐ
る
の
で
 
（
…
）
 
自
分
の
顔
色
が
わ
か
ら
な
」
 
い
。
 
 

「
お
父
ち
や
ま
、
お
帰
り
遊
ば
せ
」
妻
は
少
し
浮
は
つ
い
た
調
子
で
こ
ん
な
事
を
い
つ
て
赤
児
を
差
し
っ
け
て
、
そ
れ
を
自
 
 

分
に
抱
か
せ
よ
う
と
し
た
。
自
分
は
何
だ
か
む
か
〈
と
し
た
。
黙
つ
て
座
敷
の
次
の
間
へ
来
て
ご
ろ
り
と
横
に
な
つ
た
。
浮
 
 

か
れ
た
気
持
を
不
意
に
叩
か
れ
た
妻
は
調
子
の
と
れ
な
い
不
安
な
顔
を
し
て
、
脇
へ
来
て
坐
っ
た
。
（
‥
）
 
 

婁
の
気
持
が
少
し
も
ピ
ッ
タ
リ
し
て
ゐ
な
い
。
自
分
は
黙
っ
て
便
所
へ
起
っ
て
行
つ
た
。
少
し
下
痢
だ
つ
た
。
出
て
来
る
と
 
 

妻
は
同
じ
所
に
坐
っ
た
ま
ま
、
ポ
カ
ン
と
し
て
ゐ
た
。
自
分
は
其
所
か
ら
放
と
少
し
離
れ
た
所
に
妻
の
方
を
背
に
し
て
又
ご
ろ
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り
と
横
に
な
つ
た
。
妻
は
赤
児
を
傍
に
寝
か
し
て
寄
つ
て
来
た
。
そ
し
て
自
分
の
腰
を
操
ま
う
と
し
た
。
自
分
は
黙
つ
て
其
手
 
 

を
払
ひ
の
け
た
。
（
…
）
 
 

「
何
を
怒
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
の
？
」
と
云
ふ
。
 
 

「
か
う
云
ふ
時
お
前
の
や
う
な
奴
と
一
緒
に
ゐ
る
の
は
、
独
り
身
の
時
よ
り
余
程
不
愉
快
だ
」
 
 

暫
く
す
る
と
妻
が
泣
き
出
し
た
。
（
傍
点
付
加
）
 
 
 

長
い
引
用
の
な
か
で
、
妻
が
、
逆
光
の
た
め
に
よ
く
見
え
な
か
っ
た
と
い
う
最
初
の
一
瞥
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
彼
の
顔
を
見
て
 
 

い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
よ
り
、
彼
の
ほ
う
が
意
識
的
に
脹
を
合
わ
せ
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は
、
妻
が
彼
の
心
身
と
も
に
不
快
な
状
態
な
の
を
推
察
・
洞
察
し
な
い
こ
と
に
腹
を
立
て
て
い
る
。
彼
は
自
 
 

身
の
気
持
が
 
「
ピ
ッ
タ
リ
」
と
妻
に
伝
わ
ら
な
い
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
、
「
お
前
の
や
う
な
放
と
一
緒
に
ゐ
る
の
は
、
独
り
身
の
時
 
 

よ
り
余
程
不
愉
快
だ
」
と
さ
え
言
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

読
者
が
こ
こ
で
彼
を
暴
君
と
非
難
す
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
物
語
の
構
造
上
、
こ
の
第
「
二
」
は
母
と
の
心
的
関
係
の
緊
密
さ
を
 
 

述
べ
た
冒
頭
部
（
一
）
と
対
の
関
係
に
あ
り
、
有
能
な
母
対
無
能
な
妻
と
い
う
図
式
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
の
ほ
う
を
重
視
し
た
い
。
 
 
 

つ
ぎ
の
第
「
三
」
は
、
第
「
二
」
の
出
来
事
か
ら
想
起
さ
れ
る
過
去
の
物
語
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
第
「
二
」
と
第
「
三
」
 
 

を
つ
な
い
で
い
る
の
は
 
（
妻
）
 
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
、
す
で
に
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、
「
一
昨
年
の
春
」
、
京
都
に
在
留
中
に
父
の
誘
い
を
拒
絶
し
た
さ
い
の
こ
と
。
彼
は
父
と
会
 
 

う
気
に
な
れ
ず
、
一
人
だ
け
上
京
し
、
あ
と
の
こ
と
を
妻
に
任
そ
う
と
考
え
る
。
 
 

（
…
）
 
未
だ
馴
染
の
薄
い
父
と
妹
と
を
良
人
の
留
守
に
客
と
し
て
受
け
る
事
は
大
き
な
重
荷
に
遠
ひ
な
い
。
其
上
に
妻
は
神
経
 
 

衰
弱
だ
つ
た
。
其
上
に
妻
と
の
結
婚
が
父
と
の
不
和
の
最
近
の
原
因
に
な
つ
て
ゐ
た
。
妻
は
弱
っ
て
泣
い
た
。
自
分
は
怒
つ
た
。
 
 

怒
つ
た
倭
家
を
出
た
。
 
 
 

精
神
の
病
的
状
態
に
加
え
て
、
自
身
の
結
婚
が
夫
と
舅
と
の
争
い
の
一
原
因
で
あ
る
こ
と
を
知
る
妻
に
と
っ
て
、
夫
不
在
の
ま
ま
 
 

初
対
面
の
舅
に
会
う
こ
と
は
つ
ら
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
彼
女
は
泣
く
し
か
仕
方
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
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彼
は
そ
れ
に
対
し
て
「
怒
」
る
。
怒
り
は
妻
の
泣
く
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
が
期
待
す
る
 
（
妻
）
と
は
、
い
か
な
 
 

る
こ
と
が
あ
っ
て
も
泣
か
ず
、
夫
の
嫌
が
る
こ
と
を
進
ん
で
引
き
受
け
、
見
事
に
処
理
す
る
、
（
内
助
の
功
）
の
発
揮
着
で
は
な
か
っ
 
 

た
か
。
 
 
 

も
う
一
つ
。
こ
れ
も
触
れ
た
よ
う
に
、
父
か
ら
「
出
入
り
」
を
禁
止
さ
れ
た
さ
い
の
こ
と
。
そ
れ
は
深
夜
だ
っ
た
が
、
彼
は
妻
を
 
 

連
れ
て
実
家
を
飛
び
出
そ
う
と
す
る
。
 
 

「
何
も
今
か
ら
出
な
く
て
も
い
い
ぢ
や
、
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
母
は
涙
を
流
し
な
が
ら
帯
を
し
め
よ
う
と
す
る
自
分
の
手
を
 
 

握
つ
て
動
か
さ
な
か
つ
た
。
「
今
か
ら
出
て
も
泊
る
所
も
な
い
で
せ
う
。
明
日
の
朝
早
く
お
帰
り
な
さ
い
。
ど
う
か
さ
う
し
て
 
 

下
さ
い
」
と
い
つ
た
。
 
 

婁
も
ー
緒
に
な
つ
て
泣
声
を
出
し
て
何
か
云
つ
た
。
自
分
は
怒
つ
て
妻
を
突
飛
し
た
。
（
…
）
 
 

一
時
を
過
ぎ
た
往
来
に
は
人
通
り
も
な
か
つ
た
。
（
…
）
 
 

「
若
し
お
前
が
俺
の
す
る
事
に
少
し
で
も
非
難
す
る
や
う
な
気
持
を
持
て
ば
、
お
前
も
他
人
だ
ぞ
」
自
分
は
突
然
こ
ん
な
事
 
 

を
去
っ
た
。
妻
は
黙
っ
て
居
た
。
（
傍
点
付
加
）
 
 
 

こ
こ
で
も
、
彼
は
、
自
身
の
側
に
つ
か
な
い
妻
を
「
突
飛
し
」
、
怒
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
が
妻
に
対
し
て
い
た
ら
な
さ
・
 
 

未
熟
さ
を
感
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
が
、
（
和
解
）
 
が
成
立
し
た
第
「
十
四
」
 
で
、
「
濃
い
霧
に
包
ま
れ
た
山
奥
の
小
さ
な
湖
水
の
や
う
な
、
少
し
気
が
遠
く
な
 
 

る
や
う
な
静
か
さ
を
持
っ
た
疲
労
」
、
「
長
い
長
い
不
愉
快
な
旅
の
後
、
漸
く
自
家
へ
帰
つ
て
来
た
旅
人
の
疲
れ
に
も
似
た
疲
れ
」
（
同
 
 

じ
「
疲
れ
」
 
で
は
あ
る
が
、
「
八
月
十
六
日
」
 
の
帰
宅
時
と
な
ん
と
対
比
的
で
あ
ろ
う
か
）
 
と
と
も
に
帰
っ
て
き
た
彼
を
迎
え
た
の
 
 

は
、
別
人
の
よ
う
な
妻
で
あ
っ
た
。
 
 
 

彼
が
我
孫
子
に
着
く
と
、
三
造
が
出
迎
え
に
来
て
い
る
。
電
報
が
来
て
 
（
そ
れ
も
母
が
手
配
し
た
の
で
あ
ろ
う
）
 
知
ら
さ
れ
た
の
 
 

だ
と
い
う
。
し
か
も
、
翌
日
の
父
た
ち
の
来
訪
に
備
え
、
「
あ
し
た
の
鳥
の
肉
も
先
刻
鳥
屋
へ
行
っ
て
頼
ん
で
参
り
ま
し
た
」
、
「
掃
 
 

除
は
も
う
管
す
つ
か
り
し
て
置
き
ま
し
た
。
奥
様
が
先
に
立
つ
て
、
内
も
外
も
す
つ
か
り
出
来
て
ゐ
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
、
準
備
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万
端
怠
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
 
 

自
分
は
自
家
の
坂
を
登
ら
う
と
す
る
と
其
所
に
妻
が
立
つ
て
居
る
の
を
見
た
。
妻
は
黙
っ
て
近
よ
つ
て
来
て
自
分
の
手
を
両
 
 

手
で
固
く
握
り
締
め
た
。
そ
し
て
、
 
 

「
お
昌
出
産
う
」
 
と
云
つ
た
。
 
 
 

こ
こ
で
の
妻
は
、
も
は
や
彼
を
い
ら
だ
た
せ
る
こ
と
は
し
な
い
。
む
し
ろ
、
「
長
い
長
い
」
「
旅
」
を
続
け
た
末
に
 
（
和
解
）
を
成
 
 

〔
1
2
 
し
遂
げ
、
「
疲
れ
」
果
て
な
が
ら
「
坂
」
を
登
ろ
う
と
す
る
彼
を
、
や
さ
し
く
気
づ
か
う
存
在
に
変
わ
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
和
解
」
 
に
は
、
妻
が
 
（
妻
）
と
な
る
物
語
が
隠
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
 
 

、
1
3
 
 

あ
の
母
の
よ
う
な
。
 
 

本
稿
は
、
「
志
賀
直
哉
『
和
解
』
 
に
お
け
る
語
り
手
の
意
識
構
造
（
母
）
 
（
義
母
）
 
の
発
見
－
」
 
（
「
国
文
学
・
解
釈
と
鑑
賞
」
、
一
九
 
 

九
四
・
四
）
 
を
改
稿
、
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。
前
稿
は
枚
数
の
関
係
で
充
分
意
を
尽
く
せ
な
か
っ
た
。
 
 

注
 
 

（
1
）
 
佐
々
木
英
昭
「
志
賀
直
哉
に
お
け
る
 
「
青
春
」
と
 
「
文
学
」
初
期
草
稿
へ
の
比
較
文
学
的
照
射
」
 
（
「
比
較
文
学
研
究
」
一
九
八
三
・
 
 

四
）
 
 

（
2
）
 
水
洞
幸
夫
三
大
津
順
吉
」
試
論
」
 
（
「
イ
ミ
タ
チ
オ
」
一
九
八
七
・
四
）
 
 

（
3
）
 
つ
ぎ
の
「
物
語
内
容
」
を
含
め
、
こ
れ
ら
の
用
語
は
花
給
光
・
和
泉
涼
一
郎
訳
ジ
ュ
ラ
ー
ル
∴
ソ
ユ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
 
 
 

、
 

9 8 7 6 5 4  

（
書
韓
・
風
の
薔
薇
一
九
八
五
・
九
）
 
に
よ
る
。
 
 

須
藤
松
雄
『
志
賀
直
哉
の
文
学
」
 
（
桜
楓
社
、
一
九
六
三
・
五
。
後
、
増
訂
新
版
一
九
七
六
二
ハ
の
 
「
例
言
」
 
で
訂
正
）
 
 

拙
著
「
『
和
解
論
E
 
（
「
国
文
学
」
一
九
七
六
二
二
。
注
 
（
ほ
）
 
と
と
も
に
 
言
心
賀
直
哉
の
領
域
－
所
収
、
有
精
堂
、
一
九
九
〇
－
八
）
 
 

山
田
有
策
「
『
和
解
』
 
の
構
造
」
 
（
≡
冊
の
講
座
丁
士
心
賀
直
哉
」
、
有
精
堂
、
一
九
八
二
・
一
〇
）
 
 

関
谷
一
郎
「
『
和
解
』
 
私
読
」
 
（
「
文
学
」
一
九
八
七
・
五
）
 
 

竹
盛
天
雄
「
志
賀
直
哉
に
お
け
る
父
と
子
」
 
（
「
国
文
学
」
一
九
七
〇
二
ハ
～
一
二
）
 
 

山
口
直
孝
「
『
和
解
』
 
の
表
現
空
間
」
 
（
「
日
本
文
奮
研
究
」
一
九
九
二
∴
○
）
 
は
、
こ
こ
に
「
和
解
」
を
成
立
さ
せ
た
「
書
き
手
」
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が
、
「
こ
こ
の
挿
話
を
結
末
に
向
け
て
求
心
的
に
配
置
し
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
意
図
」
、
「
端
緒
に
お
け
る
書
き
手
「
自
分
」
 
の
過
剰
 
 

な
物
語
意
識
」
 
の
表
れ
、
と
と
ら
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
 
「
書
き
手
」
 
に
関
し
て
触
れ
る
こ
と
を
し
な
い
が
、
冒
頭
部
の
読
み
に
関
し
て
 
 

共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
 
 

（
1
0
）
 
 
『
電
伝
電
話
事
業
史
』
 
（
電
気
通
信
協
会
、
一
九
五
九
・
一
〇
）
 
 

（
1
1
）
 
正
宗
白
鳥
「
志
賀
直
哉
と
葛
西
蓄
蔵
」
 
（
「
中
央
公
論
」
一
九
二
八
二
二
）
 
 

（
1
2
）
 
こ
の
場
面
が
、
一
六
世
紀
初
頭
の
画
家
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
描
い
た
 
「
ノ
リ
・
メ
・
タ
ン
ゲ
レ
」
 
の
宗
教
画
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
を
付
 
 

記
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
絵
は
、
復
活
し
た
イ
エ
ス
を
最
初
に
発
見
し
た
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
が
彼
に
触
れ
よ
う
と
し
、
「
わ
た
し
に
さ
 
 
 

わ
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
拒
絶
さ
れ
る
、
「
ヨ
ハ
ネ
伝
」
 
の
記
述
に
基
づ
い
て
描
か
れ
た
も
の
。
し
か
し
、
こ
の
絵
に
は
、
そ
う
し
た
宗
 
 
 

教
的
な
世
界
を
超
え
て
、
右
上
の
山
L
の
家
、
そ
こ
へ
と
続
く
坂
道
を
背
景
に
、
地
面
に
ひ
ざ
ま
づ
い
て
イ
エ
ス
に
手
を
さ
し
の
べ
る
マ
 
 
 

リ
ア
と
、
彼
女
を
優
し
い
限
つ
き
で
見
F
ろ
す
旅
人
ら
し
い
イ
エ
ス
と
の
、
い
わ
ば
男
女
の
親
和
的
な
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
る
。
「
和
解
」
 
 

は
こ
う
し
た
絵
画
的
世
界
を
取
り
込
ん
で
成
」
止
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 

（
1
3
）
 
か
つ
て
、
「
暗
夜
行
路
」
 
の
 
「
草
稿
2
」
 
お
よ
び
 
「
草
稿
5
」
 
な
ど
に
お
い
て
、
家
庭
を
円
滑
に
運
営
し
て
い
く
た
め
の
緩
衝
材
的
な
 
 

役
割
を
果
た
す
母
の
存
在
を
、
当
時
の
女
子
教
育
論
者
・
下
田
歌
子
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
一
」
口
説
を
紹
介
し
て
関
連
づ
け
た
こ
と
が
あ
る
（
「
家
 
 
 

庭
を
め
ぐ
る
問
題
」
、
「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
八
九
・
八
）
。
 
 

膏
に
事
あ
る
時
許
り
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
平
時
に
於
い
て
も
、
如
何
に
日
本
婦
人
の
貞
淑
に
し
て
、
重
き
社
会
の
圧
迫
に
堪
へ
、
繁
 
 

雑
な
る
家
庭
の
雑
務
に
服
し
、
功
名
を
求
め
ず
、
富
貴
を
も
願
は
ず
、
身
は
単
に
家
庭
の
指
揮
者
、
夫
の
後
援
者
た
る
に
甘
ん
じ
て
、
 
 

些
の
野
心
を
挿
ま
ず
、
忍
耐
忠
実
、
貞
淑
、
高
潔
な
る
淑
徳
の
光
は
、
遺
憾
な
く
こ
れ
ら
家
庭
の
中
に
発
揮
し
て
居
た
で
は
あ
り
ま
せ
 
 

ん
か
。
（
『
日
本
の
女
性
』
、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
一
三
一
）
 
 

こ
の
家
庭
内
の
女
性
像
は
、
本
編
で
言
及
し
た
 
（
母
）
・
（
妻
）
 
の
場
合
に
も
な
に
ほ
ど
か
当
て
は
ま
る
と
考
え
る
。
 
 
 


