
「
高
瀬
舟
」
の
語
り

松
　
本

修

本
稿
の
冒
的

　
「
高
瀬
舟
」
の
研
究
史
は
、
森
鶴
外
に
よ
る
コ
筒
瀬
舟
縁
起
」
に
間
接
・

直
接
に
示
さ
れ
た
「
知
足
」
と
「
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
イ
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
、

テ
ー
マ
と
取
り
違
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
こ
と
ば
を
め
ぐ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
i
一

主
題
論
と
し
て
展
開
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
主
題
の
分
裂
と
い
う
評
価
を

乗
り
越
え
、
物
語
の
一
貫
性
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
と
い
う
方
向
で
議
論

　
　
　
　
　
　
　
　
一
呈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

が
す
す
み
、
三
好
行
雄
や
小
泉
浩
一
郎
に
よ
っ
て
〈
語
り
〉
の
重
要
性
が

指
摘
さ
れ
た
一
」
と
を
契
機
に
、
〈
語
り
〉
を
一
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
な

が
ら
、
多
様
な
論
が
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
。
〕
局
瀬
舟
」
に
お
け
る
〈
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
）

り
〉
の
重
要
性
に
つ
い
て
、
小
泉
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

庄
兵
衛
の
主
観
の
展
開
す
な
わ
ち
作
品
の
〈
語
り
〉
の
構
造
そ
れ
自

体
の
達
成
と
隈
界
と
を
、
と
も
ど
も
明
ら
か
に
せ
ず
し
て
、
作
品

「
高
瀬
舟
」
の
主
題
・
モ
チ
ー
フ
の
客
観
的
な
把
握
に
至
る
途
は
、

原
理
的
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
…
…

　
こ
の
小
泉
の
指
摘
や
三
好
の
く
語
り
V
の
構
造
分
析
を
う
け
て
、
様
々

な
論
が
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
ひ
と
し
く
〈
語
り
〉
を
重
視
し
な
が
ら
、

そ
の
結
論
に
は
相
当
の
開
き
が
あ
る
。
小
泉
は
、
庄
兵
衛
の
認
識
の
変
革

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

を
次
の
よ
う
に
読
み
と
っ
て
い
る
。

喜
助
の
特
殊
性
を
、
一
般
性
も
し
く
は
合
理
性
の
レ
ベ
ル
に
引
き
下

ろ
そ
う
と
す
る
庄
兵
衛
の
「
上
辺
」
の
観
察
を
ふ
ま
え
て
の
総
て
の

試
み
は
、
当
の
庄
兵
衛
本
人
に
よ
っ
て
、
「
嘘
」
と
し
て
否
定
さ
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
遂
に
「
こ
の
根
底
は
も
っ
と
深
い
処
に
あ
る
よ
う

だ
」
と
い
う
漠
然
た
る
、
し
か
し
、
い
っ
そ
う
深
い
思
念
の
世
界
に

彼
は
、
導
か
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
小
泉
は
、
甲
」
の
よ
う
な
視
点
構
造
・
〈
語
り
〉
の
構
造
の
限
界
を
も
指
摘

　
　
　
＾
6
一

し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
清
水
康
次
は
同
じ
く
庄
兵
衛
の
立
場
を
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

視
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
よ
り
積
極
的
な
一
貫
性
を
読
み
と
っ
て
い
る
。

喜
助
の
行
為
の
重
さ
は
庄
兵
衛
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ

り
、
喜
助
自
身
の
独
立
し
た
価
値
観
や
思
想
の
問
題
で
は
な
い
。
独

－
ユ
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特
の
語
り
の
構
造
の
中
で
、
庄
兵
衛
と
い
う
人
物
を
置
い
て
、
庄
兵

衛
に
喜
助
の
固
有
の
生
を
発
見
さ
せ
る
と
い
う
の
が
『
高
瀬
舟
』
の

構
想
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
ス
ト
で
の
庄
兵
衛
に
残
る
わ
か
ら
な
さ

こ
そ
、
こ
の
作
品
の
到
達
地
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
清
水
は
喜
助
の
生
に
対
し
て
、
庄
兵
衛
に
よ
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い

る
も
の
と
し
な
が
ら
も
固
有
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
小
泉

は
そ
の
よ
う
な
固
有
性
を
認
め
ず
、
も
っ
ぱ
ら
庄
兵
衛
の
ド
ラ
マ
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
角
谷
有
一
は
、
二
論
を
批

判
的
に
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
、
権
威
に
対
す
る
批
判
を
読
ん
で

　
一
呂
一

い
る
。

喜
助
の
「
弟
殺
し
」
に
関
わ
る
告
白
を
闘
く
以
前
に
は
庄
兵
衛
に
「
足

る
γ
」
と
を
知
る
」
と
見
え
た
も
の
は
、
む
し
ろ
、
「
生
へ
の
執
着
」

を
捨
て
て
弟
に
よ
っ
て
願
わ
れ
た
「
生
」
を
、
自
分
が
心
の
申
で
受

け
継
い
だ
弟
の
遺
志
と
と
も
に
生
き
よ
う
と
す
る
、
「
晴
れ
や
か
で
」

「
楽
し
そ
う
」
な
喜
助
の
姿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
語
り
手
V
は
、
「
白
分
よ
り
上
の
も
の
の
判
断
に
任
す
ほ
か
な
い
」

と
い
う
こ
と
を
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
う
ほ
か
な
い
」
と
フ
ラ
ン
ス

語
で
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
世
界
の
時
代
一
時
間
一
を

超
え
た
外
か
ら
「
権
威
」
と
い
う
も
の
を
批
判
す
る
よ
う
な
く
語
り
V

方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ひ
と
し
く
〈
語
り
〉
に
着
目
し
な
が
ら
、
解
釈
は
分
か

れ
て
い
る
。
前
半
と
後
半
と
の
ど
ち
ら
を
重
く
み
る
か
、
あ
る
い
は
、
喜

助
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
犬
き
な
違
い
が
あ

る
。
こ
う
し
た
違
い
が
、
〈
語
り
V
の
構
造
の
把
握
の
仕
方
や
、
一
見
客

観
的
に
昆
え
る
〈
語
り
〉
の
分
析
の
実
質
と
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
の
が
当
面
の
疑
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
く
語
り
V
の
把

握
が
テ
ク
ス
ト
に
そ
っ
て
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
の
か
を
比
較
検
討

し
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
を

明
ら
か
に
し
た
い
。

〈
語
り
〉
の
分
析

　
ま
ず
、
「
高
瀬
舟
」
の
語
り
が
間
題
に
さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
、
三
好

行
雄
の
〈
語
り
〉
の
分
析
を
見
て
お
き
た
い
。
三
好
は
、
お
お
よ
そ
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
g
）

よ
う
に
「
高
瀬
舟
」
の
〈
語
り
〉
を
分
析
し
て
い
る
。

言
述
A

・
作
者
の
認
識
や
、
か
れ
が
設
定
し
た
人
物
・
時
・
場
所
・
状
況
な

　
ど
を
告
げ
る
、
作
者
に
属
す
る
言
述

・
作
者
（
語
り
手
）
が
語
ろ
う
と
す
る
物
語
世
界
の
時
空
と
登
場
人

　
物
を
確
定
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
戯
曲
で
い
え
ば
ト
書
き
に
あ
た

　
る
言
述

言
述
B

・
視
点
人
物
と
し
て
の
庄
兵
衛
に
属
す
る
言
述

・
庄
兵
衛
の
心
象
を
語
り
、
喜
助
を
外
か
ら
描
く
た
め
の
言
述

言
述
C

・
喜
助
が
み
ず
か
ら
の
行
動
と
心
理
を
明
か
す
た
め
の
、
直
接
語
法

■2一



に
よ
る
語
り
と
い
う
言
述

　
三
好
は
、
こ
の
三
つ
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
庄
兵
衛
に
属
す
る
言
述
B

に
は
作
者
1
1
語
り
手
の
認
識
と
見
倣
さ
れ
る
言
述
A
が
時
に
混
在
し
て
い

る
」
「
庄
兵
衛
に
属
す
る
言
述
B
と
喜
助
に
属
す
る
言
述
C
は
作
者
1
－
語

り
手
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
小
説
世
界
の
枠
の
な
か
で
、
庄
兵
衛
と
喜
助

の
語
り
に
偽
装
し
た
作
者
”
語
り
手
の
言
述
で
あ
り
、
だ
か
ら
言
述
A
に

入
子
型
に
包
含
さ
れ
て
い
る
と
も
見
傲
さ
れ
る
。
」
と
し
て
い
る
。

　
「
高
瀬
舟
」
の
語
り
の
マ
ク
ロ
構
造
（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
）
は
、
作
中
人
物

を
す
べ
て
三
人
称
で
呼
ぶ
、
し
か
も
物
語
内
容
の
世
界
に
直
接
に
関
与
し

な
い
超
越
的
な
語
り
手
が
、
庄
兵
衛
と
い
う
作
中
人
物
の
心
理
を
覗
き
込

み
、
人
物
の
思
考
・
知
覚
・
感
覚
と
し
て
は
庄
兵
衛
に
ほ
ぼ
限
定
的
に
言

及
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
庄
兵
衛
が
視
点
人
物
と
さ
れ
る
の
は

そ
の
た
め
で
あ
る
。
喜
助
の
せ
り
ふ
は
常
に
「
」
に
く
く
ら
れ
た
形
で
、

し
か
も
庄
兵
衛
や
語
り
手
の
口
調
と
は
異
な
る
語
体
で
提
示
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
い
か
に
庄
兵
衛
や
語
り
季
に
よ
っ
て
聞
き
取
ら
れ
引
用
さ
れ
た
も

の
だ
と
は
い
え
、
独
立
性
が
高
い
。
三
好
が
喜
助
に
属
す
る
言
述
に
つ
い

て
「
混
用
は
見
ら
れ
な
い
」
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
と
き
に
喜
助
の
こ

と
ば
が
直
接
読
み
手
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
ら
れ
て
い
る
な
ど
と
さ
れ
る

ゆ
え
ん
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
間
題
は
、
三
好
が
「
混
在
」
と
い
う
よ

う
な
、
庄
兵
衛
の
こ
と
ば
と
語
り
手
の
こ
と
ば
の
関
係
と
い
う
と
こ
ろ
に

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
描
出
表
現
を
め
ぐ
る
読
者
の
読
み
方
の
違
い
が
あ
ら
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
角
谷
は
、
三
好
論
に
つ
い
て
「
「
作
者
」
と
「
語
り
手
」
を
同
じ
も
の

と
し
て
言
い
換
え
て
い
る
点
に
は
疑
問
を
感
じ
る
し
、
氏
が
（
B
）
「
庄

兵
衛
に
属
す
る
言
述
」
と
し
て
括
っ
て
い
る
言
説
に
は
二
つ
の
異
な
っ
た

レ
ベ
ル
の
言
説
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
点
も
気
に
な
る
」
と
し
た
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
1
0
一

で
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に
三
つ
の
レ
ベ
ル
を
修
正
し
て
い
る
。

↑
一一

2
一

一
3
一

〈
語
り
手
〉
が
小
説
の
世
界
の
外
側
か
ら
そ
の
世
界
の
す
べ
て
を

統
括
し
て
語
っ
て
い
る
言
説
。
時
に
く
語
り
手
V
は
事
件
や
出

来
事
を
遠
い
過
去
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
し
て
語
り
、

ま
た
時
に
は
庄
兵
衛
そ
の
人
の
す
ぐ
傍
ら
か
ら
彼
の
思
い
や
行

為
を
今
の
こ
と
と
し
て
伝
え
る
。
あ
る
い
は
ま
た
庄
兵
衛
や
喜

助
の
直
接
語
っ
た
一
」
と
を
物
語
の
展
開
に
合
わ
せ
て
そ
の
ま
ま

引
用
す
る
。

〈
語
り
手
〉
が
語
っ
て
い
な
が
ら
、
庄
兵
衛
そ
の
人
の
思
い
が

そ
の
ま
ま
地
の
文
の
申
に
現
れ
て
い
る
言
説
。
庄
兵
衛
を
内
側

か
ら
語
る
言
説
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
n
）

庄
兵
衛
と
喜
助
の
直
接
話
法
の
言
説
。

　
三
好
の
あ
げ
て
い
た
言
述
B
へ
の
言
述
A
の
混
在
の
例
は
、
「
庄
兵
衛
の

心
の
中
に
は
、
い
ろ
い
ろ
に
考
え
て
見
た
末
に
、
自
分
よ
り
上
の
も
の
の

判
断
に
任
す
外
な
い
と
云
う
念
、
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
う
外
な
い
と
云
う

念
が
生
じ
た
。
庄
兵
衛
は
お
奉
行
様
の
判
断
を
、
そ
の
ま
ま
白
分
の
判
断

に
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
部
分
で
あ
り
、
「
オ
オ
ト
リ
テ

エ
と
い
う
観
念
が
江
戸
の
役
人
の
も
の
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
〈
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
一

る
〉
と
い
う
断
定
の
し
か
た
も
言
述
A
に
ち
か
い
。
」
と
し
て
い
る
。
こ

の
分
析
は
穏
当
で
あ
ろ
う
が
、
「
自
分
よ
り
上
の
も
の
の
判
断
に
任
す
外

な
い
」
は
、
庄
兵
衛
の
思
考
を
そ
の
ま
ま
「
と
云
う
」
と
い
う
引
用
の
形
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で
語
り
手
が
提
示
し
て
い
る
と
も
、
「
と
云
う
」
が
語
り
手
の
要
約
を
示

す
も
の
と
も
読
め
る
の
に
対
し
、
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
」
の
方
は
、
引
用
と

は
み
な
せ
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た

い
。
い
わ
ば
「
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
う
外
な
い
」
は
、
語
り
手
に
よ
る

「
つ
ま
り
－
と
云
う
念
」
と
い
う
よ
う
な
注
釈
的
言
い
換
え
と
み
る
こ
と

が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
角
谷
の
指
摘
す
る
疑
問
に
つ
い
て
言
う
と
、
第
一
の
疑
問
は
、
三
好
の

語
り
手
概
念
が
「
作
中
で
、
作
中
人
物
と
第
三
者
の
関
係
を
と
り
む
す
ぶ

作
考
」
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
ほ
ど
犬
き
な
問
題
で
は
な

い
。
問
題
は
む
し
ろ
、
「
庄
兵
衛
を
介
し
て
の
み
、
と
き
に
鴎
外
の
認
識

が
現
れ
る
ツ
」
と
を
示
し
て
い
る
」
と
作
家
論
の
文
脈
に
つ
な
げ
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。
ザ
」
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
第
二
の
疑
問
は
、
三
好
の
言

う
「
混
在
」
が
三
好
が
庄
兵
衛
に
属
す
る
と
判
断
し
て
い
る
部
分
に
も
な

お
語
り
手
に
属
す
べ
き
こ
と
ば
が
あ
る
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
と
い

う
指
摘
で
あ
り
、
角
谷
の
分
類
は
そ
の
部
分
を
「
語
り
手
」
側
に
移
動
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
旧
一

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
角
谷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

三
好
氏
が
（
B
）
に
分
類
し
て
い
る
「
①
庄
兵
衛
は
心
の
内
に
思
っ

た
。
②
甲
」
れ
ま
で
、
こ
の
高
瀬
舟
の
宰
領
を
し
た
こ
と
は
幾
度
だ
か

し
れ
な
い
。
…
…
」
と
い
う
部
分
で
は
、
①
の
文
は
〈
語
り
手
〉
が

庄
兵
衛
の
行
為
や
心
情
を
外
側
か
ら
叙
述
し
て
い
る
部
分
で
あ
り
、

②
以
下
は
〈
語
り
手
〉
が
庄
兵
衛
の
心
の
内
側
に
入
り
込
ん
で
そ
の

思
い
を
そ
の
ま
ま
描
き
出
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

三
好
は
直
接
こ
の
部
分
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

「
庄
兵
衛
は
不
思
議
に
思
っ
た
。
そ
し
て
舟
に
乗
っ
て
か
ら
も
、
単
に
役

目
の
表
で
見
張
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
絶
え
ず
喜
助
の
挙
動
に
、
細

か
い
注
意
を
し
て
い
た
。
」
と
い
う
よ
う
な
部
分
を
庄
兵
衛
の
言
述
に
分
類

し
て
い
る
か
ら
、
推
測
と
し
て
、
三
好
の
言
う
「
混
在
」
に
は
こ
の
部
分

は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
判
断
を
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で

角
谷
は
こ
の
①
の
よ
う
な
部
分
を
く
語
り
手
V
の
言
説
と
し
て
い
る
。
し

か
し
、
角
谷
の
説
明
も
十
分
と
は
言
え
な
い
。
庄
兵
衛
と
語
り
手
の
こ
と

ば
を
め
ぐ
る
「
混
在
」
の
詳
細
を
以
下
の
部
分
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
検
討

　
　
　
　
一
M
一

し
て
み
た
い
。

　
①
護
送
を
命
ぜ
ら
れ
て
、
一
し
ょ
に
舟
に
乗
り
込
ん
だ
同
心
羽
田

し
士
う
べ
　
え

庄
兵
衛
は
、
只
喜
助
が
弟
殺
し
の
罪
人
だ
と
云
う
甲
」
と
だ
け
を
聞
い
■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
ば
し

て
い
た
。
②
さ
て
牢
屋
敷
か
ら
桟
橋
ま
で
連
れ
て
来
る
間
、
こ
の

や
せ
じ
し
　
　
　
　
　
　
　
あ
お
じ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
ぴ
ょ
う

痩
肉
の
、
色
の
蒼
自
い
喜
助
の
様
子
を
昆
る
に
、
い
か
に
も
神
妙
に
、

い
か
に
も
お
と
な
し
く
、
自
分
を
ば
公
儀
の
役
人
と
し
て
敬
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
さ
か
ら

何
事
に
つ
け
て
も
逆
わ
ぬ
よ
う
に
し
て
い
る
。
③
し
か
も
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

罪
人
の
間
に
往
々
見
受
け
る
よ
う
な
、
温
順
を
装
っ
て
権
勢
に
媚
び

る
態
度
で
は
な
い
。

　
④
庄
兵
衛
は
不
思
議
に
思
っ
た
。
⑤
そ
し
て
舟
に
乗
っ
て
か
ら
も
、

単
に
役
目
の
表
で
昆
張
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
絶
え
ず
喜
助
の

挙
動
に
、
細
か
い
注
意
を
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お

　
⑥
そ
の
日
は
暮
方
か
ら
風
が
歌
ん
で
、
空
一
面
を
蔽
っ
た
薄
い
雲

　
　
　
　
り
ん
か
く

が
、
月
の
輪
郭
を
か
す
ま
せ
、
よ
う
よ
う
近
寄
っ
て
来
る
夏
の
温
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
わ
ど
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
や

が
、
両
岸
の
土
か
ら
も
、
川
床
の
土
か
ら
も
、
霧
に
な
っ
て
立
ち
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
善
上
う

る
か
と
思
わ
れ
る
夜
で
あ
っ
た
。
⑦
下
京
の
町
を
離
れ
て
、
加
茂
川
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へ
昔
畠
　
　
さ

を
横
ぎ
っ
た
頃
か
ら
は
、
あ
た
り
が
ひ
っ
そ
り
と
し
て
、
只
舳
に
割

か
れ
る
水
の
さ
さ
や
き
を
聞
く
の
み
で
あ
る
。

　
⑧
夜
舟
で
寝
る
一
」
と
は
、
罪
人
に
も
許
さ
れ
て
い
る
の
に
、
喜
助

は
横
に
な
ろ
う
と
も
せ
ず
、
雲
の
濃
淡
に
従
っ
て
、
光
の
増
し
た
り

減
じ
た
り
す
る
月
を
仰
い
で
、
黙
っ
て
い
る
。
⑨
そ
の
額
は
晴
や
か

　
　
　
　
　
か
す

で
、
目
に
は
微
か
な
か
が
や
き
が
あ
る
。

　
四
つ
の
部
分
に
区
切
ら
れ
て
い
る
「
高
瀬
舟
」
の
第
二
の
部
分
の
冒
頭

近
く
で
あ
る
。
①
は
羽
田
庄
兵
衛
と
名
前
で
呼
ば
れ
る
作
中
人
物
の
庄
兵

衛
の
経
験
を
語
り
手
が
外
側
か
ら
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
り
、
〈
語
り
手
〉

の
言
説
で
あ
る
。
た
だ
「
聞
い
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
ば
を
単
な
る
経
験

と
み
な
す
か
庄
兵
衛
の
内
面
の
状
態
を
示
す
と
み
な
す
か
に
つ
い
て
は
読

み
手
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
ろ
う
。
内
面
の
状
態
と
み
な
せ
ば
、
三
人
称
な

が
ら
語
り
手
が
作
中
人
物
の
思
考
や
感
情
に
言
及
し
て
い
る
と
み
る
こ
と

が
で
き
る
。
三
人
称
で
も
そ
う
考
え
れ
ば
描
出
表
現
に
入
り
、
い
わ
ば
語

り
手
の
言
説
か
ら
作
申
人
物
の
言
説
へ
の
中
間
的
表
現
と
な
る
。
こ
の
点

で
は
三
好
の
分
析
は
広
く
作
中
人
物
の
思
考
・
感
情
を
読
み
と
っ
て
い
る

と
も
言
え
る
。
②
は
、
「
さ
て
」
と
い
う
こ
と
ば
を
語
り
手
に
よ
る
区
切

り
と
み
る
か
、
単
に
経
過
を
示
す
か
と
い
う
読
み
方
の
違
い
は
あ
ろ
う

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
連
れ
て
来
る
」
と
い
う
方
向
の
表
現
、
「
こ
の
」

と
い
う
ダ
イ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
指
示
表
現
、
「
見
る
」
と
い
う
視
覚
動
詞
、

「
自
分
」
と
い
う
一
人
称
、
「
し
て
い
る
」
と
い
う
継
続
相
の
表
現
と
い

う
多
く
の
標
識
か
ら
庄
兵
衛
の
思
考
が
直
接
に
提
示
さ
れ
て
い
る
表
現
と

み
る
一
」
と
が
で
き
る
。
一
」
こ
は
庄
兵
衛
の
心
中
思
惟
が
直
接
提
示
さ
れ
て

い
る
か
、
語
り
手
に
よ
っ
て
そ
れ
に
近
い
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
か
、
読

み
手
に
よ
っ
て
多
少
の
違
い
が
あ
ろ
う
。
「
こ
の
」
も
文
脈
指
示
と
と
れ

な
い
こ
と
は
な
い
。
③
は
「
態
度
で
は
な
い
」
と
い
う
現
在
形
で
の
否
定

判
断
が
、
語
り
手
に
属
す
る
か
庄
兵
衛
に
属
す
る
か
読
み
が
分
か
れ
る
。

「
し
か
も
そ
れ
は
」
と
い
う
接
続
と
文
脈
指
示
に
よ
る
文
脈
の
②
と
の
連

続
性
を
重
視
す
れ
ば
庄
兵
衛
の
心
申
思
惟
と
み
る
一
」
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
「
往
々
見
受
け
る
よ
う
な
」
と
い
う
総
称
的
な
判
断
を
重
視
す
れ
ば
、

語
り
手
に
よ
る
解
説
堕
言
及
と
み
る
一
」
と
も
で
き
る
。
④
⑤
は
①
と
同
様

の
位
相
に
あ
る
表
現
と
み
な
せ
よ
う
。
⑥
は
、
「
そ
の
日
」
と
い
う
非
ダ

イ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
時
間
表
現
、
「
で
あ
っ
た
」
と
い
う
タ
系
列
の
文
末
表

現
に
よ
っ
て
、
語
り
手
の
言
説
と
し
て
み
る
か
、
視
覚
的
描
写
と
「
思
わ

れ
る
」
と
い
う
思
考
動
詞
・
自
発
表
現
を
重
視
し
て
庄
兵
衛
の
言
説
と
し

て
み
る
か
、
や
は
り
判
断
が
分
か
れ
る
。
⑦
は
、
「
で
あ
る
」
の
判
断
を

語
り
手
に
よ
る
描
写
に
か
か
る
も
の
と
し
て
語
り
手
の
言
説
と
み
る
か
、

現
在
形
で
あ
る
こ
と
と
「
聞
く
」
と
い
う
聴
覚
動
詞
を
庄
兵
衛
の
感
覚
に

属
す
る
も
の
と
し
て
庄
兵
衛
の
感
覚
の
提
示
と
み
る
か
、
や
は
り
分
か
れ

よ
う
。
⑧
⑨
は
「
黙
っ
て
い
る
」
「
か
が
や
き
が
あ
る
」
と
い
う
継
続
相

の
表
現
、
現
在
形
の
表
現
を
重
視
し
て
庄
兵
衛
の
心
中
思
惟
の
提
示
と
み

る
か
、
語
り
手
に
よ
る
描
写
と
み
る
か
、
判
断
が
分
か
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
混
在
」
の
箇
所
は
、
語
り
手
に
よ
る
語
り
手
の
思
考
・

知
覚
・
感
覚
の
提
示
、
語
り
手
に
よ
る
庄
兵
衛
の
思
考
・
知
覚
・
感
覚
の

提
示
、
心
中
思
惟
な
ど
の
庄
兵
衛
の
思
考
・
知
覚
・
判
断
の
直
接
的
な
提

示
と
い
う
三
つ
の
相
を
幅
を
も
っ
て
揺
れ
動
く
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い

る
。
描
出
表
現
と
し
て
の
性
格
が
現
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
こ
う
し
た

箇
所
は
、
特
定
の
読
み
手
の
特
定
の
解
釈
の
も
と
で
は
、
一
貫
牲
の
あ
る

分
析
・
分
類
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
テ
ク
ス
ト
の
ど
の
セ
グ
メ
ン

一5■



ト
、
ど
の
標
識
を
重
視
す
る
か
に
よ
っ
て
、
位
置
づ
け
が
揺
れ
る
。
そ
し

て
実
際
に
は
、
そ
の
よ
う
な
個
別
の
読
み
に
よ
っ
て
作
晶
の
解
釈
が
左
右

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
い
く
つ
か
の
論
を
語
り
の
分
析
の
観
点

か
ら
見
直
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
根
拠
を
再
検
討
す
る
。

解
釈
と
〈
謂
り
〉

　
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
小
泉
と
清
水
の
読
み
の
間
に
は
、
庄
兵
衛

と
喜
助
と
の
関
係
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
小
泉
と
清

水
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

喜
助
に
対
す
る
「
驚
異
の
目
」
も
、
喜
助
の
頭
に
さ
す
「
毫
光
」
も
、

実
は
そ
の
よ
う
な
庄
兵
衛
の
認
識
変
革
の
ド
ラ
マ
を
ふ
ま
え
て
生
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

れ
た
も
の
、
庄
兵
衛
の
主
観
を
通
じ
て
の
み
幻
視
さ
れ
た
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
朽
一

る
ア
」
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
一
小
泉
一

『
高
瀬
舟
』
は
、
喜
助
の
物
語
の
後
に
、
聞
き
手
で
あ
っ
た
庄
兵
衛

が
考
え
込
む
場
面
が
な
け
れ
ば
モ
チ
ー
フ
は
完
結
し
な
い
。
喜
助
の

過
去
の
物
語
は
、
語
り
手
と
聞
き
手
の
い
る
現
在
の
語
り
の
場
に
着

陸
す
る
。
語
り
の
内
の
世
界
と
、
外
の
聞
き
手
の
世
界
は
措
抗
を
保

ち
、
語
り
手
と
聞
き
手
の
位
置
が
正
確
に
測
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
語
ら
れ
た
物
語
を
聞
き
手
が
ど
う
捉
え
る
か
に
お
い
て
、
作
晶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
）

の
主
題
が
提
示
さ
れ
る
。
一
清
水
）

小
泉
は
、
喜
助
の
固
有
の
生
を
庄
兵
衛
の
そ
れ
に
拮
抗
す
る
も
の
と
は

と
ら
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
庄
兵
衛
の
内
面
の
ド
ラ
マ
と
し
て
、
先
に

み
て
き
た
「
混
在
」
の
言
説
を
、
よ
り
庄
兵
衛
に
寄
り
添
う
も
の
と
し
て

と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
・
そ
し
て
、
反
対
に
清
水
は
、
よ
り
作

申
人
物
を
離
れ
た
語
り
手
の
言
説
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す

る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
混
在
」
の
言
説
を
語
り
手
に
寄
っ
て
把
握
す
る
場
合
、

喜
助
の
直
接
言
説
も
、
庄
兵
衛
の
心
中
思
惟
も
語
り
手
に
対
し
て
ほ
ぼ
ひ

と
し
い
位
置
を
と
り
う
る
の
に
対
し
、
庄
兵
衛
に
寄
っ
て
把
握
す
る
場

合
、
喜
助
と
庄
兵
衛
の
位
置
づ
け
は
ひ
と
し
い
も
の
と
は
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。

　
小
泉
は
「
寒
山
姶
得
」
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
「
主
人
公
の
語
り
手
（
視

点
人
物
一
に
官
僚
－
身
分
・
役
職
の
高
下
一
」
そ
あ
れ
－
を
設
定
し
、
そ
れ

ら
の
内
在
的
も
し
く
は
外
在
的
、
あ
る
い
は
意
識
的
も
し
く
は
無
意
識
的

な
自
己
否
定
へ
の
プ
ロ
セ
ス
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
の
主
た
る
プ
ロ
ッ
ト
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
帥
）

構
成
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
と
述
べ
、
語
り
手
1
－
視
点
人

物
と
す
る
見
方
を
示
し
て
お
り
、
そ
も
そ
も
語
り
手
の
言
説
を
庄
兵
衛
の

言
説
と
一
体
の
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
、

清
水
は
、
「
『
高
瀬
舟
』
の
場
含
は
、
聞
き
手
は
鴎
外
な
い
し
作
者
で
は
な

く
、
庄
兵
衛
と
い
う
一
登
場
人
物
で
あ
る
。
語
り
の
内
の
世
界
が
描
か
れ

る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
外
の
世
界
が
庄
兵
衛
と
い
う
人
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蝸
一

を
介
し
て
描
か
れ
、
世
間
や
社
会
と
通
じ
て
い
る
。
」
と
し
て
、
登
場
人

物
同
士
の
話
し
手
－
聞
き
手
関
係
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ま
た
庄
兵

衛
か
ら
離
れ
た
も
の
と
し
て
語
り
手
を
把
握
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
読
み
方
の
違
い
が
「
混
在
」
の
言
説
の
細
部
に
お
い
て
現
れ
て
い

る
と
い
う
の
が
実
態
で
あ
り
、
そ
う
し
た
細
部
の
解
釈
が
主
題
解
釈
ま
で

影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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な
お
、
毫
光
に
つ
い
て
三
好
は
「
毫
光
は
庄
兵
衛
に
よ
っ
て
相
対
化
さ

れ
た
喜
助
の
頭
に
（
そ
し
て
庄
兵
衛
の
眼
に
だ
け
）
見
え
る
の
で
あ
っ
て
、

あ
え
て
い
え
ば
、
喜
助
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
一
」
と
な
の
で
あ
る
。
」
と
述

一
㎎
）べ

、
小
泉
と
同
様
の
見
方
を
示
し
て
い
た
。
し
か
し
、
三
好
は
先
行
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
0
〕

論
に
お
い
て
は
、
「
そ
ら
ぞ
ら
し
い
嘘
」
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
語
り

の
分
析
が
庄
兵
衛
の
役
割
を
顕
在
化
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　
角
谷
は
、
小
泉
に
つ
い
て
は
、
「
〈
語
り
手
〉
は
、
そ
の
〈
語
り
〉
の
世

界
の
内
に
視
点
人
物
と
し
て
の
庄
兵
衛
を
内
包
し
、
そ
の
庄
兵
衛
の
受
け

止
め
を
通
じ
て
喜
助
の
内
面
世
界
を
描
き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
受
け
止
め
、

変
容
し
て
い
く
庄
兵
衛
を
外
側
か
ら
距
離
を
と
っ
て
描
い
て
い
る
」
と
の

語
り
の
把
握
か
ら
、
「
実
体
概
念
の
〈
作
家
〉
と
関
係
概
念
の
〈
作
者
〉

一
機
能
と
し
て
の
〈
作
者
〉
概
念
一
と
を
癒
着
さ
せ
て
、
鴎
外
と
い
う
生

身
の
作
家
の
主
題
意
識
や
モ
チ
ー
フ
を
盛
る
た
め
の
器
と
し
て
と
ら
え
て

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
一

い
る
」
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
清
水
に
つ
い
て
は
、
「
欠
落
し
て
い
る
の

は
、
喜
助
の
話
を
受
け
止
め
る
庄
兵
衛
の
変
容
を
含
ん
で
『
高
瀬
舟
』
と

い
う
物
語
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
世
界
全
体
を
物
語
る

〈
語
り
手
〉
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
「
〈
語
り
手
〉
の
存
在
を

そ
の
ま
ま
生
身
の
「
作
者
」
、
実
体
概
念
の
「
鶴
外
」
と
と
ら
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
一

で
、
物
語
世
界
を
平
板
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
批
判
す
る
。

角
谷
の
語
り
の
構
造
の
把
握
は
清
水
の
把
握
に
近
い
も
の
と
思
わ
れ
、
そ

れ
は
本
稿
に
お
け
る
マ
ク
ロ
構
造
の
把
握
と
も
共
通
し
て
い
る
。
清
水
が

統
括
的
な
語
り
手
の
存
在
を
無
視
し
て
い
る
と
い
う
の
は
直
接
に
は
あ
た

ら
な
い
。
し
か
し
、
〈
作
者
〉
概
念
の
揺
れ
は
あ
る
も
の
の
、
小
泉
が
語

り
手
H
視
点
人
物
の
同
一
視
の
上
に
、
そ
の
語
り
を
作
家
の
主
題
を
直
接

実
現
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
と
い
う
批
判
、
清
水
が
語
り
手
に
作
家

を
重
ね
見
て
い
る
と
い
う
批
判
は
そ
れ
な
り
に
あ
た
っ
て
い
よ
う
。
と
い

う
よ
り
も
主
題
を
論
ず
る
限
り
、
入
れ
子
構
造
を
ど
ん
な
に
多
極
化
さ
せ

よ
う
が
、
ど
こ
か
で
作
者
な
い
し
作
家
を
持
ち
出
さ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の

と
き
に
語
り
の
分
析
が
先
行
す
る
先
験
的
な
解
釈
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
し

ま
う
と
い
う
構
図
は
変
わ
ら
な
い
と
迄
言
え
る
。
す
で
に
三
好
が
、
三
種

の
言
述
を
分
類
し
た
あ
と
、
「
庄
兵
衛
を
介
し
て
の
み
、
と
き
に
鵜
外
の

認
識
が
現
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
し
て
「
縁
起
」
に
結
び
つ
け
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
一

い
く
行
論
を
と
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
「
オ
オ
ト
リ
テ
ェ
」
と
い
う
フ
ラ

ン
ス
語
を
物
語
世
界
の
時
間
を
超
え
た
外
か
ら
権
威
を
批
判
す
る
語
り
方

だ
と
す
る
角
谷
に
お
い
て
も
、
実
体
的
な
作
家
に
結
び
つ
け
な
い
ま
で

も
、
権
威
批
判
と
い
う
現
代
的
テ
i
マ
を
導
き
出
す
と
い
う
点
に
お
い
て

は
、
解
釈
の
先
行
と
い
う
事
態
を
同
じ
よ
う
に
招
い
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。

　
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
つ
い
て
は
、
小
泉
は
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
と
っ
て

　
粛
）い

る
。
小
泉
は
、
「
毫
光
に
よ
っ
て
喜
助
が
オ
オ
ト
リ
テ
エ
そ
の
も
の
に

な
っ
た
は
ず
な
の
に
鴎
外
は
ま
た
暖
昧
に
な
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
唐
木

　
　
　
　
＾
脆
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

順
三
の
指
摘
を
支
持
し
、
そ
れ
は
「
庄
兵
衛
と
作
者
と
の
離
れ
に
こ
そ
起

因
し
た
」
と
し
、
前
半
に
お
い
て
喜
助
に
仏
を
幻
視
し
た
よ
う
な
庄
兵
衛

が
オ
オ
ト
リ
テ
エ
に
従
う
と
い
う
判
断
を
下
し
た
と
き
、
お
奉
行
様
を
疑

う
と
い
う
行
為
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
り
手
H
庄
兵
衛
の
一
体
性

が
失
わ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
角
谷
の
指
摘
は
、
語
り
手
は
は
な
か
ら

庄
兵
衛
と
別
に
あ
る
と
し
て
、
前
半
と
後
半
の
乖
離
は
な
い
と
い
う
議
論

と
な
っ
て
い
た
。
す
で
に
三
好
の
論
を
検
討
し
た
よ
う
に
、
語
り
の
場
に

お
け
る
語
り
手
の
読
み
手
へ
の
解
説
と
し
て
こ
の
一
文
は
機
能
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
り
、
角
谷
の
議
論
は
そ
の
線
に
沿
い
つ
つ
、
可
能
な
限
り
語

、7凹



り
手
の
独
立
性
を
認
め
る
読
み
を
背
景
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

清
水
は
、
「
庄
兵
衛
が
感
じ
取
る
も
の
は
、
外
か
ら
の
評
価
を
受
け
つ
け

ず
に
完
結
し
て
い
る
事
態
そ
の
も
の
の
重
さ
」
を
読
み
取
り
、
「
評
価
の

不
可
能
を
示
す
こ
と
で
、
喜
助
の
も
の
で
し
か
な
い
喜
助
の
生
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
」
と
、
語
り
手
を
埼
外
に
お
い
て
喜
助
の
生
の
固
有
性

　
　
　
　
　
一
脆
）

を
読
ん
で
い
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
語
り
手
を
物
語
場
面
に
臨
在
し
な

い
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
る
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
も
そ
も
「
語
り
手
」
は
「
語
り
の
場
」
に
お
い
て
、
読
み
手
に
対
し

て
物
語
全
体
を
統
括
す
る
も
の
と
し
て
語
り
か
け
る
一
方
で
、
物
語
内
容

の
世
界
に
も
臨
在
し
、
そ
の
場
で
作
中
人
物
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
物
語

を
語
る
と
い
う
二
重
性
を
持
っ
て
い
る
。
物
語
の
場
に
臨
在
す
る
語
り
手

は
、
作
中
人
物
と
遠
近
自
在
な
距
離
を
作
り
な
が
ら
、
空
間
的
な
知
覚
の

基
点
と
し
て
の
視
点
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
視
点
の
移
動

と
、
語
り
手
の
「
語
り
の
場
」
に
お
け
る
語
り
と
「
物
語
内
容
の
世
界
」

に
臨
在
す
る
語
り
と
の
自
在
な
変
化
と
を
機
械
的
・
客
観
的
に
は
測
定
で

き
な
い
と
こ
ろ
に
語
り
の
読
み
と
り
の
問
題
が
あ
る
。
物
語
世
界
に
臨
在

す
る
語
り
手
は
、
作
中
人
物
と
の
距
離
を
一
定
に
保
っ
て
い
る
わ
け
で

も
、
客
観
的
に
測
定
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
読
み
手
の
読
み
方

の
問
題
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
知
覚
の
基
点
と
し
て
の
視
点
の
置
き
方
と

語
り
手
の
物
語
内
容
へ
の
臨
在
の
度
合
い
は
別
の
こ
と
で
あ
る
の
に
、
混

同
さ
れ
や
す
い
。
次
の
表
現
を
昆
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
い
た
い
し

　
①
有
り
触
れ
た
例
を
挙
げ
て
見
れ
ば
、
当
時
相
対
死
と
云
っ
た
情

　
　
は
か

死
を
謀
っ
て
、
相
手
の
女
を
殺
し
て
、
自
分
だ
け
活
き
残
っ
た
男
と

云
う
よ
う
な
類
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
り
あ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
②
そ
う
云
う
罪
人
を
載
せ
て
、
入
相
の
鐘
の
鳴
る
頃
に
漕
ぎ
出
さ

れ
た
高
瀬
舟
は
、
黒
ず
ん
だ
京
都
の
町
の
家
々
を
両
岸
に
見
つ
つ
、

東
へ
走
っ
て
、
加
茂
川
を
横
ぎ
っ
て
下
る
の
で
あ
っ
た
。
③
こ
の
舟

の
中
で
、
罪
人
と
そ
の
親
類
の
者
と
は
夜
ど
お
し
身
の
上
を
語
り
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
え
　
　
　
　
く
り
ご
と

う
。
④
い
つ
も
い
つ
も
悔
や
ん
で
も
還
ら
ぬ
繰
言
で
あ
る
。
⑤
護
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ぱ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
せ
き

の
役
を
す
る
同
心
は
、
傍
で
そ
れ
を
聞
い
て
、
罪
人
を
出
し
た
親
戚

け
ん
ぞ
く

脊
属
の
悲
惨
な
境
遇
を
細
か
に
知
る
一
」
と
が
出
来
た
。

　
三
好
は
こ
の
部
分
を
作
者
に
属
す
る
言
述
と
し
て
い
る
が
、
読
み
の
可

能
性
と
し
て
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
①
は
、
「
当
時
」
と
い
う
時
間
表

現
に
よ
っ
て
語
り
手
が
語
り
の
場
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
物
語

世
界
と
は
離
れ
た
場
か
ら
解
説
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、
改
行
を
は
さ
ん
で
、
②
で
は
「
そ
う
云
う
」
と
い
う
よ
う
に
文
脈
指

示
で
前
文
を
受
け
な
が
ら
も
、
「
見
つ
つ
」
と
い
う
視
覚
動
詞
や
「
走
っ

て
」
「
横
ぎ
っ
て
下
る
」
と
い
う
よ
う
な
動
作
を
あ
ら
わ
す
表
現
を
含
ん

で
お
り
、
「
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
解
説
的
な
文
末
表
現
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
物
語
世
界
へ
の
臨
在
性
を
若
干
強
め
て
い
る
。
こ
の
効
果
を
見
る
場

合
、
③
④
は
語
り
手
に
よ
る
解
説
と
い
う
把
握
の
他
に
、
⑤
に
あ
ら
わ
れ

る
「
同
心
」
の
意
識
を
語
り
手
が
提
示
し
た
も
の
と
い
う
把
握
が
可
能
に

な
る
。
い
わ
ば
庄
兵
衛
の
視
点
の
先
取
り
で
あ
る
。
庄
兵
衛
の
登
場
す
る

第
二
段
を
読
ん
だ
あ
と
、
そ
れ
が
照
応
す
れ
ば
、
後
者
の
把
握
が
強
化
さ

れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。

　
第
一
段
の
部
分
で
さ
え
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
と
い
え
ば
可
能
で
あ

る
か
ら
、
次
の
よ
う
な
箇
所
は
読
み
手
に
よ
っ
て
い
か
よ
う
に
も
読
む
こ

と
が
で
き
る
。
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喜
助
の
話
は
好
く
条
理
が
立
っ
て
い
る
。
殆
ど
条
理
が
立
ち
過
ぎ
て

い
る
と
云
っ
て
も
好
い
位
で
あ
る
。
こ
れ
は
半
年
程
の
間
、
当
時
の

　
　
い
く
た
び

事
を
幾
度
も
思
い
浮
か
べ
て
見
た
の
と
、
役
場
で
問
わ
れ
、
町
奉
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ら

所
で
調
べ
ら
れ
る
そ
の
度
毎
に
、
注
意
に
注
意
を
加
え
て
漆
っ
て
見

さ
せ
ら
れ
た
の
と
の
た
め
で
あ
る
。

　
庄
兵
衛
の
心
申
思
惟
の
直
接
的
な
提
示
、
語
り
手
の
解
説
、
後
半
は
喜

助
の
思
考
内
容
の
語
り
手
に
よ
る
提
示
な
ど
、
多
様
な
把
握
が
可
能
で
あ

る
。
す
で
に
見
た
次
の
よ
う
な
情
景
描
写
は
、
語
り
手
の
言
説
と
み
る

か
、
現
在
形
で
あ
る
こ
と
と
「
聞
く
」
と
い
う
聴
覚
動
詞
を
庄
兵
衛
の
感

覚
に
属
す
る
も
の
と
し
て
庄
兵
衛
の
感
覚
の
捉
示
と
み
る
か
、
と
し
た

が
、
極
端
な
場
含
喜
助
の
感
覚
の
提
示
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

，
し
も
き
上
一
「

下
京
の
町
を
離
れ
て
、
加
茂
川
を
横
ぎ
っ
た
頃
か
ら
は
、
あ
た
り
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
一
婁
　
　
　
さ

ひ
っ
そ
り
と
し
て
、
只
舳
に
割
か
れ
る
水
の
さ
さ
や
き
を
聞
く
の
み

で
あ
る
。

　
甲
」
の
よ
う
な
部
分
テ
ク
ス
ト
の
把
握
が
、
解
釈
の
形
成
に
与
っ
て
い
る

は
ず
で
あ
る
。
検
討
し
て
き
た
主
題
解
釈
の
対
立
は
こ
う
し
た
部
分
の
読

み
の
相
違
と
対
応
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
主
題
解
釈
の
相
違
を
部
分

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
の
分
析
の
相
違
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、
解
釈
に
現
れ
る
矛
盾
の
よ
う
な
も
の
は
、
部
分
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る
語
り
の
分
析
と
別
の
部
分
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
の
分

析
と
と
の
背
反
に
よ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
主
題
論
な
ど
の
結

果
だ
け
を
比
べ
て
も
意
味
は
な
い
の
で
あ
り
、
解
釈
を
導
く
〈
語
り
〉
の

分
析
の
過
程
を
も
含
め
て
考
え
な
く
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
を
ど
う
評

価
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。

教
室
で
の
読
み

　
］
筒
瀬
舟
」
は
中
学
校
お
よ
び
高
等
学
校
に
お
け
る
国
語
科
の
教
材
と
し

て
親
し
ま
れ
て
き
た
。
教
室
に
お
け
る
「
高
瀬
舟
」
の
読
み
に
以
上
の
よ

う
な
検
討
が
ど
の
よ
う
な
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
語
り
の
分
析
は

互
い
の
読
み
を
交
流
す
る
と
い
う
教
室
に
お
い
て
典
型
的
な
読
み
の
活
動

の
基
盤
と
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お

き
た
い
。

　
角
谷
は
、
「
作
品
の
文
脈
を
切
断
」
し
、
「
テ
ク
ス
ト
の
中
の
ノ
イ
ズ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
一

耳
を
傾
け
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
安
楽
死
を
偽
り
だ
と
論
じ
る
出
原
隆
俊
を

批
判
し
て
、
「
文
学
作
品
の
文
脈
を
こ
と
さ
ら
ズ
ラ
せ
た
り
、
場
含
に
よ
っ

て
は
否
定
し
た
り
す
る
読
み
方
は
、
教
室
の
生
徒
達
の
さ
ま
ざ
ま
な
読
み

を
無
批
判
に
肯
定
し
て
、
そ
れ
を
「
読
み
の
交
流
」
だ
と
し
た
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
解
釈
を
放
棄
し
た
、
作
品
を
使
っ
た
言
葉
遊
び
を
文
学
作
晶

の
授
業
だ
と
す
る
よ
う
な
実
践
を
ど
こ
か
で
支
え
る
も
の
と
し
て
機
能
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
珊
）

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
を
抱
い
て
し
ま
う
し
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
批
判
は
、
テ
ク
ス
ト
の
一
部
分
だ
け
に
反
応
し
て
何
ら
一
貫
性
を

持
た
な
い
読
み
を
、
す
べ
て
自
立
し
た
読
み
と
認
め
て
し
ま
う
と
い
う
過

ち
を
犯
し
て
き
た
「
読
者
論
を
僧
称
す
る
授
業
」
の
間
題
点
を
衝
い
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
ば
ら
ば
ら
な
読
み
を
言
い
合
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
衝
突

の
な
い
多
様
性
に
読
み
の
行
為
や
学
習
活
動
を
開
い
て
し
ま
う
こ
と
で
あ

山9－



り
、
そ
れ
は
到
底
交
流
と
は
言
え
な
い
。
ま
た
同
時
に
、
こ
の
批
判
は
、

テ
ク
ス
ト
の
一
貫
性
に
配
慮
し
な
い
読
み
の
理
論
そ
の
も
の
に
対
す
る
批

判
で
も
あ
る
。
読
み
の
学
習
は
読
み
の
理
論
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ア
ナ
ー
キ
ー
な
読
み
を
容
認
す
る
理
論
も
ま
た
そ
れ
自
体
ア
ナ
ー
キ
ー
な

も
の
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
か
つ
て
の
解
釈
的
・
注
釈
的
授
業
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
の
文

脈
を
た
だ
単
純
に
遣
っ
て
い
け
ば
読
み
が
成
立
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
し
、
解
釈
の
多
様
性
が
封
じ
込
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
す
で
に
見

て
き
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
文
脈
に
お
い
て
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
セ
グ
メ

ン
ト
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
、
他
の
セ
グ
メ
ン
ト
と
ど
う
結
び
つ
け
る

か
、
語
り
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
解
釈
は
分
か
れ

て
い
る
。
交
流
を
可
能
に
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
に
あ
る
テ
ク
ス

ト
細
部
の
読
み
の
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
、
互
い
に
理
解
可
能
な
解
釈

過
程
と
し
て
説
明
し
合
う
甲
」
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
本
稿
で
語
り
の
分
析
を
行
っ
た
よ
う
な
一
部
分
に
つ
い
て

徹
底
的
に
「
誰
の
立
場
か
ら
誰
の
知
覚
や
思
考
を
述
べ
て
い
る
か
」
を
学

習
者
自
身
に
分
析
さ
せ
、
そ
の
一
文
ご
と
の
分
析
を
互
い
に
提
示
し
合
い

な
が
ら
、
グ
ル
i
プ
に
よ
る
話
し
合
い
活
動
を
行
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ

ク
ス
ト
ヘ
の
ア
プ
ロ
i
チ
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
よ
う

な
学
習
過
程
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
部
分
テ
ク
ス
ト

ヘ
の
個
々
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
文
学
と
い
う
も
の
へ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み

の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
を
背
景
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
徐
々
に
明

ら
か
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
は
互
い
の
解
釈
結
果
で
は
な
く
解
釈
に
い
た

る
プ
ロ
セ
ス
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
読
む
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
学
習

の
対
象
と
し
て
い
く
こ
と
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
も
皇
よ
う

　
ま
た
た
と
え
ば
、
や
は
り
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
よ
う
な
「
下
京
の
町
を

離
れ
て
、
加
茂
川
を
横
ぎ
っ
た
頃
か
ら
は
、
あ
た
り
が
ひ
っ
そ
り
と
し
て
、

　
へ
き
き
　
　
さ

只
舳
に
割
か
れ
る
水
の
さ
さ
や
き
を
聞
く
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な

情
景
描
写
に
お
い
て
、
個
々
の
読
み
手
に
対
し
て
「
誰
の
声
が
聞
こ
え
る

か
」
と
い
う
よ
う
な
発
間
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
な
ぜ
そ
の
声
が
聞
こ
え

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
テ
ク
ス
ト
ヘ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
も
含
め
て

説
明
さ
せ
る
よ
う
な
学
習
過
程
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
を

「
語
り
手
の
声
だ
」
と
す
る
学
習
者
と
「
喜
助
の
声
だ
」
と
す
る
学
習
者

と
で
は
、
か
な
り
テ
ク
ス
ト
ヘ
の
参
入
の
あ
り
方
が
違
う
と
い
う
こ
と
が

想
像
で
き
る
。
互
い
の
違
い
に
気
づ
い
た
学
習
者
は
、
そ
の
根
拠
を
め

ぐ
っ
て
、
他
の
部
分
テ
ク
ス
ト
の
読
み
や
、
マ
ク
ロ
構
造
の
考
え
方
や
、

場
含
に
よ
っ
て
は
作
品
の
内
容
や
作
品
の
成
立
に
か
か
わ
る
社
会
文
化
的

な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
も
問
題
に
し
て
検
討
を
進
め
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で

も
ま
た
、
個
々
の
学
習
者
は
語
し
合
い
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
の
ス

ト
ラ
テ
ジ
ー
－
を
も
対
象
と
し
て
考
察
し
、
他
の
学
習
者
と
の
比
較
を
行
っ

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
読
み
の
学
習
で
あ
る
と
同
時
に
自
ら
の
読

み
方
を
明
ら
か
に
し
、
反
省
し
て
い
く
学
習
で
あ
る
。

　
読
み
の
学
習
は
こ
の
よ
う
に
、
読
み
そ
の
も
の
を
対
象
化
し
て
白
己
を

見
つ
め
る
学
習
に
な
る
の
が
必
然
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
集
団
で
読

み
を
学
習
す
る
こ
と
の
意
味
は
な
い
。
読
み
の
学
習
は
読
み
方
の
学
習
で

あ
る
。
そ
の
重
要
な
契
機
の
一
つ
に
な
る
の
が
〈
語
り
〉
へ
の
着
目
で
あ

る
。　

そ
の
意
昧
で
、
文
学
研
究
を
語
り
の
側
面
か
ら
再
検
討
し
て
い
く
こ
と

が
、
教
材
研
究
と
し
て
も
教
室
で
の
読
み
の
形
成
に
お
い
て
も
意
義
あ
る

一王0一



ザ
」
と
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
主
題
に
か
か
わ
る
解
釈
は
、
解
釈
を
導
く
テ

ク
ス
ト
の
細
部
へ
の
接
近
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
て
お
り
、
「
高

瀬
舟
」
の
主
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
み
に
潜
在
し
て
い
る

〈
語
り
〉
へ
の
接
近
の
仕
方
を
自
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が

る
。
そ
れ
は
、
互
い
の
読
み
を
比
べ
る
限
り
、
教
室
の
外
に
お
い
て
も
同

じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
竹
内
常
一
は
高
瀬
舟
と
い
う
装
置
は
再
審
の
場
で
あ

　
　
　
　
　
　
一
2
9
一

る
と
い
う
読
み
を
提
出
し
て
い
る
が
、
「
高
瀬
舟
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、

い
わ
ば
〈
読
み
の
再
審
の
場
〉
と
し
て
読
者
の
参
入
を
う
な
が
し
て
い
る

と
も
言
え
よ
う
。

（注
↓

一
2
一

「
高
瀬
舟
縁
起
」
に
は
「
知
足
」
と
い
う
語
は
見
ら
れ
な
い
。
「
高
瀬
舟
」
本
文
に

「
足
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
サ
」
と
で
あ
る
」
と
い
う
彩
で
現
れ
る
に
遇
ぎ
な
い
。

菅
一
二
〇
〇
こ
は
、
テ
ク
ス
ト
内
都
に
存
在
し
な
い
「
知
足
者
當
」
一
老
子
一

や
「
安
養
知
足
」
一
仏
教
語
）
に
通
じ
る
「
知
足
」
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
問
題

を
指
摘
し
て
い
る
。
「
知
足
」
は
テ
ク
ス
ト
に
も
縁
起
に
も
登
場
し
な
い
語
で
あ

る
。
な
お
、
石
田
（
一
九
九
九
）
は
、
「
目
の
前
で
踏
み
止
ま
っ
て
見
せ
て
く
れ

る
の
が
サ
」
の
喜
助
だ
し
と
い
う
本
文
に
基
づ
い
て
、
「
知
足
不
辱
。
知
止
不
殆
。
」

一
老
子
）
を
指
摘
し
、
竹
内
一
一
九
九
九
）
は
「
知
足
安
分
一
心
）
」
を
指
摘
し
て

い
る
。

菅
聡
子
　
二
〇
〇
一
「
森
鶴
外
『
高
瀬
舟
』
を
く
読
む
一
」
と
V
」
田
中
実
・
須
貝

千
里
編
門
文
学
の
力
X
教
材
の
力
　
申
学
校
編
3
年
』
教
育
出
版

石
田
忠
彦
　
一
九
九
九
「
「
高
瀬
舟
」
論
」
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
著
『
〈
新
し
い

作
晶
論
〉
へ
、
〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
1
』
右
文
書
院

竹
内
常
一
　
一
九
九
九
「
〈
再
審
の
場
〉
と
し
て
の
「
高
瀬
舟
」
」
囲
中
実
・
須
貝

千
里
編
著
『
〈
新
し
い
作
品
論
v
へ
、
〈
新
し
い
教
樹
論
〉
へ
1
』
右
文
書
院

三
好
行
雄
　
一
九
九
三
「
『
高
瀬
舟
』
論
－
知
足
の
構
造
」
竹
盛
天
雄
編
『
別

冊
國
文
學
　
森
鶴
外
必
携
』
“
3
7
　
學
燈
社
　
一
九
八
九
・
一
〇
一
三
好
行
雄

一
3
一654一

7
一

11 10 9 8！4 13 1219 18 17 亘6 15

コ
ニ
好
行
雄
著
作
集
第
二
巻
　
森
鶴
外
・
夏
目
漱
石
』
筑
摩
警
房

小
泉
浩
一
郎
　
一
九
九
〇
「
『
高
瀬
舟
』
論
1
〈
語
り
〉
の
構
造
を
め
ぐ
っ
て
」

『
近
代
日
本
文
学
の
諸
相
』
一
安
川
定
男
先
生
酋
稀
記
念
論
集
）
明
治
書
院

小
泉
浩
一
郎
　
前
掲
　
や
轟

小
泉
浩
一
郎
　
前
掲
　
や
鵠

「
〈
語
り
〉
の
構
造
」
「
視
点
構
造
」
な
ど
の
用
語
の
混
在
が
角
谷
一
二
〇
〇
こ

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
他
の
論
に
お
け
る
用
語
も
含

め
、
と
り
あ
え
ず
い
ち
い
ち
吟
昧
せ
ず
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

角
谷
有
一
　
二
〇
〇
一
「
プ
ロ
ッ
ト
の
読
み
を
深
め
る
」
田
中
実
・
須
貝
千
里
編

『
文
学
の
力
X
教
材
の
力
　
中
学
校
編
3
年
』
教
育
出
版

清
水
康
次
　
一
九
九
五
「
『
高
瀬
舟
』
の
視
界
」
森
鶴
外
研
究
会
編
『
森
鶴
外
研

究
』
6
　
和
泉
書
院
　
署
。
お
◎
｛
胃

角
谷
有
一
　
前
掲
一
注
6
）
や
嵩
〇

三
好
行
雄
　
前
掲
　
署
。
べ
O
。
－
O
．
N

角
谷
有
一
　
前
掲
　
看
。
鴬
㊤
｛
9

角
谷
も
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
好
の
「
言
述
」
は
角
谷
の
「
言
説
」
に
対
応

し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
康
ω
8
嚢
ω
⑦
に
あ
た
る
用
語
で
あ
ろ
う
。

三
好
行
雄
　
前
掲
　
P
お

角
谷
有
一
　
前
掲
　
や
H
お

語
り
の
分
析
の
方
法
的
枠
組
み
に
つ
い
て
は
、
松
本
修
一
8
o
爵
一
G
8
豊
一
に

ほ
ぽ
沿
っ
て
い
る
。

松
本
修
　
8
o
墨
「
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
語
り
」
『
宇
大
国
語
論
究
』
1
3
　
宇
都
宮

大
学
国
語
教
育
学
会

松
本
修
　
8
o
夢
「
文
学
教
材
に
お
け
る
語
り
の
分
析
の
方
法
1
「
に
じ
の
見
え

る
橋
」
一
杉
み
き
子
一
を
例
に
－
」
『
9
實
潟
o
o
ま
o
μ
錨
①
紀
要
』
2
0
　
9
o
ξ
①

じ
d
ユ
8
－
鍔
⑦

小
泉
浩
一
郊
　
前
掲
　
君
、
ミ
．
N
0
。

清
水
康
次
　
前
掲
　
o
，
H
鵠

小
泉
渚
一
郎
　
前
掲
　
や
曽

清
水
康
次
　
前
掲
　
署
。
お
H
．
H
竃

三
好
行
雄
　
前
掲
　
o
．
o
．
H
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三
好
行
雄
　
一
九
六
六
「
解
説
」
門
森
鶴
外
』
有
精
堂

角
谷
有
一
　
前
掲
　
や
旨
Φ

角
谷
有
一
　
前
掲
　
遷
■
H
蟹
．
H
竃

三
好
行
雄
　
一
九
九
三
「
『
高
瀬
舟
』
論
－
知
足
の
構
造
」
竹
盛
天
雄
編
『
別

冊
國
文
學
　
森
鶴
外
必
携
』
M
3
7
　
學
燈
社
　
一
九
八
九
・
一
〇
一
三
好
行
雄

『
三
好
行
雄
著
作
集
第
二
巻
　
森
鶴
外
・
夏
目
漱
石
』
筑
摩
書
房
　
や
お

小
泉
浩
一
郎
　
前
掲
　
署
臼
．
o
．
N

唐
木
噸
三
　
一
九
四
三
『
鶴
外
の
精
神
』
筑
摩
書
房

清
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