
─ 12 ─

小林幸夫　「少年」の正体

１
　
兄
妹
の
共
生

　
川
端
康
成
の
掌
篇
小
説
「
日
本
人
ア
ン
ナ
」（
昭
和
四
年
三
月
九
日
「
東
京

朝
日
新
聞
」）
は
、
高
等
学
校
の
学
生
「
彼
」（
以
降
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
は
基
本
的

に
省
略
す
る
）
が
、
亡
命
ロ
シ
ア
人
貴
族
の
少
女
ア
ン
ナ
に
浅
草
で
出
会
う
話

で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
れ
以
前
に
、
不
可
避
的
に
一
人
の
少
女
に
出
会
っ

て
い
た
。「
妹
」（
以
降
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
は
基
本
的
に
省
略
す
る
）
で
あ
る
。
テ

ク
ス
ト
の
構
造
と
し
て
は
彼
と
ア
ン
ナ
と
の
関
係
が
前
景
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
が
、
後
景
に
は
彼
と
妹
と
の
関
係
が
常
に
存
在
し
て
い
る
。
彼
は
ア
ン
ナ

を
追
い
駆
け
る
一
方
で
、
妹
を
常
に
慈
し
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
彼
は
、
同
時
並

行
的
に
二
つ
の
愛
を
遂
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
「
高
等
学
校
の
学
生
」
で
あ
り
、
妹
は
、「
ク
ラ
ス
の
方
が
」
と
発
話

し
彼
も
ま
た
「
女
学
生
の
流
行
に

─
」
と
い
う
心
内
語
を
発
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
女
学
校
の
生
徒
と
考
え
ら
れ
る
。
年
齢
で
言
え
ば
、
二
十
歳
前

後
の
彼
と
、
十
四
、
五
歳
の
妹
と
の
兄
妹
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
二

人
は
、
本
郷
で
下
宿
生
活
を
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
彼
は
第
一
高
等
学

校
に
籍
を
置
い
て
い
る
と
思
わ
れ
、
妹
も
そ
の
付
近
の
高
等
女
学
校
に
通
っ
て

い
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
二
人
と
も
親
元
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

地
方
の
出
身
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
二
人
の
会
話
が
標
準
語
で
か
つ
生
活
感
覚

が
都
会
に
馴
染
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
東
京
郊
外
の
出

身
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
こ
の
兄
妹
は
仲
が
良
い
。
親
密
す
ぎ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ
る
。

そ
の
象
徴
が
財
布
で
あ
る
。

　
彼
等
は
き
や
う
だ
い
二
人
で
一
つ
の
財
布
し
か
持
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
。

も
つ
と
正
し
く
い
へ
ば
、
兄
が
時
々
妹
の
財
布
を
借
り
る
の
だ
つ
た
。
黒

い
革
の
馬
蹄
型
の
小こ

銭ぜ
に

入い
れ

だ
が
、
赤
い
線
の
縁
取
り
が
女
の
し
る
し
だ
つ

た
。

　
財
布
を
兄
、
妹
が
別
々
に
持
た
ず
、
一
つ
を
共
有
す
る
。
そ
れ
自
体
は
、
金

銭
を
共
有
す
る
ほ
ど
、
自
他
の
区
別
の
な
い
、
一
心
同
体
的
な
認
識
と
感
覚
を

互
い
に
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
微
妙
な

感
覚
も
働
い
て
い
る
。
財
布
そ
の
も
の
は
女
性
用
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
妹
が

持
ち
、
必
要
に
応
じ
て
か
兄
が
借
り
る
、
と
い
う
形
の
共
有
な
の
で
あ
る
。
こ

の
財
布
の
あ
り
方
は
、
妹
に
金
庫
を
持
た
せ
て
そ
こ
か
ら
か
な
り
自
由
に
金
を

引
き
出
す
形
態
と
も
言
え
、
こ
の
よ
う
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
妹
を
大

「
少
年
」
の
正
体
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切
に
し
て
い
る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
が
、
疑
似
的
な
母
子
関
係
、
夫
婦
関
係

に
も
近
い
。
妹
を
し
っ
か
り
さ
せ
て
お
い
て
そ
れ
を
ほ
ほ
え
ま
し
く
思
う
、
甘

え
も
ほ
の
見
え
る
。
と
も
か
く
、
信
頼
と
許
し
の
上
に
、
親
密
な
共
生
が
兄
妹

の
な
か
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
財
布
が
成
立
し
た
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
彼
が
妹
に
誘
ひ
出
さ
れ
て
あ
る
百
貨
店
へ
行
つ
た
時
、
化
粧
品
を
飾
つ

た
ガ
ラ
ス
箱
の
上
の
籠
を
の
ぞ
い
て
、「
五
十
銭
均
一
」
の
札
を
唇
で
指

し
な
が
ら
妹
は
、

「
ク
ラ
ス
の
方
が
み
ん
な
こ
の
財
布
を
持
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
の
よ
。」

　
そ
れ
で
は
と
買
つ
た
財
布
だ
つ
た
。

　
こ
の
記
述
か
ら
す
る
と
、
妹
が
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
多
く
が
持
っ
て
い
る
こ
の

財
布
を
欲
し
い
と
思
い
兄
を
百
貨
店
に
連
れ
出
し
、
買
っ
て
も
ら
っ
た
、
も
し

く
は
買
う
の
に
同
意
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
馬
蹄
型
の
財

布
は
、
女
学
生
に
流
行
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
財
布
は

女
学
生
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
本
来
は
妹
用
の
も
の
で
あ

り
、
兄
は
妹
を
慈
し
む
あ
ま
り
に
妹
に
癒
着
し
、
基
本
的
に
は
妹
が
所
有
し
な

が
ら
も
共
有
と
し
、「
時
々
」
借
り
る
こ
と
で
そ
の
親
密
感
覚
を
味
わ
っ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
単
な
る
平
等
と
し
て
の
共
有
で
は
な
い
こ
と
に
、
注
意

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
財
布
が
、
小
間
物
屋
で
買
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
百
貨
店

で
買
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
五
十
銭
均
一
」
の
「
籠
」、
今
で
言
え
ば
ワ
ゴ
ン
の

セ
ー
ル
で
買
っ
た
こ
と
に
も
、
特
色
が
見
出
せ
る
。
関
東
大
震
災
以
降
、
デ

パ
ー
ト
は
大
衆
化
し
、
不
特
定
多
数
の
人
が
匿
名
的
に
、
し
か
も
何
か
を
買
う

気
が
な
く
て
も
自
由
に
出
入
り
で
き
る
空
間
と
な
っ
て
い
た
。
日
用
品
売
場
も

開
設
さ
れ
た
。
そ
の
様
子
は
、
こ
の
財
布
の
売
り
方
に
も
反
映
さ
れ
て
お
り
、

ち
ょ
っ
と
質
の
よ
い
も
の
を
安
価
に
ワ
ゴ
ン
・
セ
ー
ル
で
と
い
う
、
大
量
消
費

に
よ
る
流
行
の
発
信
と
も
な
っ
た
。

　
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
時
代
確
定
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
ナ
た
ち
が
「
映
画
の
休
憩

時
間
に
」
出
演
し
て
い
た
「
Ｎ
館
」
を
日
本
館
と
査
定
し
、
そ
の
日
本
館
が
映

画
を
上
映
し
て
い
た
時
期
、「
映
画
」
と
い
う
用
語
が
使
用
さ
れ
出
し
た
時
期

を
根
拠
に
、
舘
健
一
（
１
）が

、「
大
正
十
三
年
後
半
以
降
昭
和
四
年
頃
ま
で
」
と
し

て
お
り
、
首
肯
す
べ
き
見
解
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
当
時
に
お
け

る
こ
の
「
小
銭
入
」
の
財
布
の
値
段
が
、
他
の
も
の
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
位

置
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
値
段
史
年
表
　
明
治
・
大
正
・
昭
和
』
（
２
）

に
よ
れ

ば
、
都
心
の
普
通
の
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
の
値
段
が
十
～
十
二
銭
（
昭
和
二
年
）、

東
京
有
楽
町
「
更
科
」
の
蕎
麦
（
も
り
・
か
け
）
が
十
銭
（
昭
和
初
年
代
）、

江
戸
前
寿
司
の
並
が
二
十
五
銭
（
昭
和
五
年
）、
駅
弁
の
幕
の
内
が
三
十
銭
、

幕
の
内
以
外
が
二
十
銭
（
昭
和
五
年
）
で
あ
っ
た
。
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や
蕎
麦
の

五
倍
、
寿
司
や
駅
弁
の
約
二
倍
が
こ
の
財
布
の
値
段
で
あ
る
。
現
在
で
言
え
ば
、

三
千
円
前
後
に
相
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
小
銭
入
れ
と
し
て

は
、
少
し
高
め
で
は
あ
る
が
、
恵
ま
れ
た
身
分
で
あ
っ
た
女
学
生
に
は
手
の
届

く
値
段
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

２
　
接
近
の
犯
罪
性

　
彼
は
執
拗
に
ア
ン
ナ
に
接
近
し
て
ゆ
く
。
こ
の
接
近
の
ス
リ
リ
ン
グ
が
、
こ

の
テ
ク
ス
ト
の
中
核
を
成
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
は
三
人
称
小
説
の
ス
タ
イ
ル
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で
、
語
り
手
は
彼
の
行
為
に
寄
り
添
い
な
が
ら
記
述
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
テ

ク
ス
ト
内
の
時
間
は
か
な
り
錯
綜
し
て
い
て
、
事
柄
の
前
後
は
み
ご
と
に
入
り

組
ん
で
い
る
。
彼
の
ア
ン
ナ
へ
の
接
近
を
、
時
系
列
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

　
Ｎ
館
が
終
演
と
な
り
、
Ｎ
館
を
出
た
ア
ン
ナ
を
彼
は
追
跡
し
た
。
ロ
ー

ラ
ー
・
ス
ケ
ー
ト
を
見
物
す
る
ア
ン
ナ
の
直
ぐ
後
ろ
に
立
ち
、
振
り
向
い
た
ア

ン
ナ
に
足
を
踏
ま
れ
、
そ
の
時
に
財
布
を
掏
ら
れ
た
。
掏
ら
れ
た
こ
と
に
気
づ

か
な
い
ま
ま
、
彼
は
、
露
店
で
塩
豆
を
買
う
ア
ン
ナ
が
自
分
と
同
じ
財
布
を

持
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
ア
ン
ナ
も
女
学
生
と
同
じ
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
の

か
と
思
っ
て
親
近
感
を
深
め
る
。
ア
ン
ナ
が
木
賃
宿
に
着
く
と
、
外
か
ら
そ
の

二
階
を
見
つ
め
る
。
同
じ
よ
う
に
ア
ン
ナ
の
後
を
追
っ
て
来
た
と
見
ら
れ
る
中

学
生
が
彼
に
出
会
い
い
た
た
ま
れ
ず
去
る
と
、
彼
は
木
賃
宿
に
入
り
泊
ろ
う
と

す
る
。
す
る
と
財
布
が
無
い
の
に
気
づ
き
、
同
時
に
、
ロ
ー
ラ
ー
・
ス
ケ
ー
ト

見
物
の
と
き
に
ア
ン
ナ
に
掏
ら
れ
た
と
気
づ
く
。
し
か
し
前
金
で
な
い
と
泊
め

な
い
と
番
頭
に
言
わ
れ
、
本
郷
の
下
宿
へ
帰
る
。
こ
れ
以
後
は
、
時
間
軸
に

添
っ
て
記
述
さ
れ
る
。
次
の
晩
ま
た
木
賃
宿
へ
行
き
ア
ン
ナ
た
ち
の
隣
の
部
屋

へ
泊
る
が
、
ア
ン
ナ
た
ち
の
寝
た
気
配
を
感
じ
取
っ
た
だ
け
で
一
夜
を
過
ご
し

た
。
三
晩
目
に
も
彼
は
木
賃
宿
へ
行
き
、
ア
ン
ナ
の
部
屋
を
覗
き
、
部
屋
へ

入
っ
て
寝
て
い
る
ア
ン
ナ
の
枕
元
に
、
そ
の
日
百
貨
店
で
買
っ
た
同
じ
財
布
に

二
十
円
を
入
れ
て
置
い
て
き
て
、
寝
た
。
目
覚
め
る
と
、
彼
の
部
屋
の
襖
の
裾

に
二
つ
の
財
布
が
置
い
て
あ
り
、
隣
の
部
屋
に
ア
ン
ナ
た
ち
は
も
う
い
な
か
っ

た
。

　
こ
れ
が
、
彼
の
ア
ン
ナ
へ
の
接
近
の
全
容
で
あ
る
。
こ
の
接
近
は
、
大
き
く

二
つ
に
区
分
さ
れ
る
か
と
思
う
。
Ｎ
館
を
出
た
ア
ン
ナ
の
後
を
追
う
接
近
と
、

ア
ン
ナ
た
ち
の
隣
の
部
屋
へ
泊
る
以
降
の
接
近
で
あ
る
。
前
者
は
、
接
近
と

い
っ
て
も
ま
だ
微
温
的
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
が
ロ
ー
ラ
ー
・
ス
ケ
ー
ト
を
見
て
い

る
と
き
の
彼
の
様
子
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
彼
は
ア
ン
ナ
の
直
ぐ
う
し
ろ
に
立
ち
、
マ
ン
ト
の
袖
を
彼
女
の
シ
ヨ
オ

ル
に
触
れ
る
と
も
な
く
触
れ
さ
せ
た
。

　
彼
は
、
見
物
人
に
紛
れ
て
ア
ン
ナ
に
身
体
的
に
接
近
し
、
マ
ン
ト
の
袖
で

シ
ョ
ー
ル
に
触
れ
る
と
い
う
、
身
体
の
外
延
を
使
用
し
て
疑
似
的
な
身
体
接
触

を
試
み
て
い
る
。
状
況
的
自
然
は
装
え
て
お
り
、
相
手
に
も
気
づ
か
れ
て
い
な

い
点
に
お
い
て
犯
罪
か
ら
遠
い
が
、
心
理
的
に
は
故
意
の
一
方
的
な
接
近
、
接

触
で
あ
り
、
犯
罪
性
が
少
し
認
め
ら
れ
る
。
振
り
向
い
た
ア
ン
ナ
は
彼
の
足
を

踏
む
と
同
時
に
財
布
を
掏
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
と
き
、
ア
ン
ナ
の
「
微
笑
」

と
「
き
ら
り
」
と
し
た
「
に
ら
」
み
の
顔
に
対
面
し
、
彼
は
行
動
を
決
定
的
な

も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
彼
は
後
を
つ
け
る
こ
と
に
き
め
た
。

　
財
布
を
掏
ら
れ
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、
初
め
て
一
言
言
葉
を
交
わ
し
、
ア
ン

ナ
と
対
面
し
た
こ
と
で
、
尾
行
は
決
定
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
他
者
と
対
面
す

る
こ
と
で
個
人
と
し
て
認
知
さ
れ
た
と
思
う
思
い
込
み
、
錯
覚
が
あ
る
。
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
錯
覚
が
起
こ
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
心
奪
わ
れ
、
惚
れ
て
し
ま
っ

た
者
の
、
一
方
的
な
、
認
知
さ
れ
た
い
欲
望
が
あ
る
か
ら
だ
。

　
こ
の
あ
と
、
決
心
の
も
と
に
尾
行
し
、
ア
ン
ナ
が
塩
豆
を
買
う
と
き
、
自
分

と
同
じ
財
布
を
持
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
彼
は
次
の
よ
う
な
行
為
に
出
よ
う
と

す
る
。
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こ
の
同
じ
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
と
知
つ
た
だ
け
で
、
彼
は
ふ
と
一
歩
踏

み
だ
し
て
彼
女
に
声
を
か
け
よ
う
と
し
た
。

　
こ
れ
は
、
同
じ
財
布
を
持
つ
と
い
う
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他

者
を
同
族
と
見
る
心
理
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
惚
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

そ
し
て
既
に
認
知
さ
れ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
踏
み
出
せ
る
行
為
で

あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ア
ン
ナ
が
弟
の
肩
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
い

と
ど
ま
っ
た
も
の
ら
し
い
。

　
そ
し
て
尾
行
の
末
、
木
賃
宿
に
入
っ
た
ア
ン
ナ
を
外
か
ら
見
よ
う
と
、
胃
腸

病
院
の
白
壁
を
背
に
し
て
立
つ
。
こ
こ
ま
で
は
、
接
近
と
し
て
は
、
い
わ
ば
外

部
接
触
の
試
み
で
あ
り
、
接
近
は
ま
だ
微
温
的
で
あ
り
、
惚
れ
た
異
性
の
後
を

追
っ
た
と
い
う
範
疇
の
、
ま
だ
健
全
性
を
か
ろ
う
じ
て
保
ち
得
る
接
近
と
言
え

る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
木
賃
宿
の
、
ア
ン
ナ
の
部
屋
の
隣
り
の
部
屋
に
泊
る
と
い

う
行
為
に
出
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
健
全
性
が
薄
れ
て
ゆ
く
。
彼
と
同
じ
よ
う
に

ア
ン
ナ
を
尾
行
し
て
き
た
と
見
ら
れ
る
中
学
生
と
ば
つ
の
悪
い
対
峙
の
末
、
中

学
生
が
走
り
去
る
。
中
学
生
は
十
二
歳
か
ら
十
七
歳
の
間
の
年
齢
で
あ
る
こ
と

が
一
般
的
で
あ
り
、
高
校
生
と
は
年
齢
差
の
上
で
敗
け
た
と
判
断
し
た
、
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
あ
と
、
宿
泊
し
よ
う
と
す
る
。
同
じ
宿
に
泊
っ
て
ア
ン
ナ
の

生
活
の
一
部
を
体
験
し
、
同
時
体
験
を
生
き
た
よ
う
な
一
体
感
を
味
わ
う
と
言

え
ば
少
し
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
も
見
え
る
が
、
隣
の
部
屋
に
泊
る
こ
と
を
故
意

に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
様
子
を
窺
う
張
り
込
み
に
近
く
、
犯
罪
性
の
認
め
ら

れ
る
接
近
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
晩
は
、
結
局
は
、
そ
の
前
に
ア
ン
ナ
に
財
布

を
掏
ら
れ
た
た
め
と
、
前
金
制
の
た
め
に
宿
泊
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
次
の
夜
、
再
び
ア
ン
ナ
の
隣
の
部
屋
を
取
り
、
次
の
行
為
に
出
る
。

　
彼
は
ふ
す
ま
の
隙
間
か
ら
ア
ン
ナ
の
部
屋
を
の
ぞ
い
て
み
た
。

　
襖
の
隙
間
か
ら
、
彼
は
覗
く
。
襖
は
部
屋
と
部
屋
の
仕
切
り
で
あ
り
、
日
本

建
築
の
住
居
で
は
必
須
の
建
具
で
あ
る
。
紙
に
よ
る
仕
切
り
な
の
で
、
隣
の
部

屋
の
動
静
な
ど
は
感
知
で
き
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
会
話
も
聞
こ
え
て
し
ま

う
。
個
室
性
の
低
い
仕
切
り
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
彼
が
ア
ン
ナ
の
動
静
を
感
知

し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
問
題
は
、
隙
間
か
ら
覗
く
行
為
で
あ

る
。
覗
き
は
、
基
本
的
に
他
者
の
私
性
を
故
意
に
見
る
行
為
で
あ
り
、
他
者
に

と
っ
て
は
見
ら
れ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

隙
間
が
あ
っ
て
も
故
意
に
は
見
な
い
の
が
倫
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

覗
く
と
い
う
こ
と
は
、
犯
罪
と
み
て
よ
い
。
彼
は
見
た
。
ア
ン
ナ
た
ち
の
肌
着
、

ト
ラ
ン
ク
、
ハ
ー
モ
ニ
カ
、
花
環
、
木
馬
、
ロ
シ
ア
の
勲
章
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

ア
ン
ナ
が
帰
宅
す
る
前
の
様
子
で
あ
り
、
帰
宅
し
て
か
ら
は
覗
い
て
は
な
く
、

ア
ン
ナ
た
ち
が
寝
た
様
子
を
感
じ
取
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
注
意
す
べ

き
は
、
ア
ン
ナ
の
部
屋
を
漠
然
と
で
は
な
く
克
明
に
見
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「
倒
れ
た
木
馬
は
首
に
、
こ
れ
は
お
も
ち
や
で
な
い
ら
し
い
ロ
シ
ア
の
勲
章
を

さ
げ
て
ゐ
る
。」
な
ど
は
、
細
か
い
情
況
と
小
さ
い
も
の
が
捉
え
ら
れ
て
お
り
、

「
衣
桁
に
ほ
こ
り
じ
み
た
花
環
一
つ
」
に
は
、
微
細
な
感
知
が
あ
り
、
ア
ン
ナ

た
ち
が
長
い
間
こ
の
稼
業
を
し
て
い
る
こ
と
が
感
得
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
覗
き

が
強
度
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
彼
の
興
味
と
犯
罪
性
の
強
度
が
出
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
大
局
的
に
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
犯
罪
で
は
な
い
。
問

題
は
三
晩
目
に
、
ア
ン
ナ
の
隣
の
部
屋
に
泊
っ
た
時
で
あ
る
。
こ
の
時
の
彼
の

行
為
は
、
明
ら
か
に
犯
罪
と
言
っ
て
い
い
。
彼
は
、
二
度
覗
い
て
い
る
。
一
度



─ 16 ─

小林幸夫　「少年」の正体

目
は
ア
ン
ナ
が
肌
着
を
繕
っ
て
い
た
。
二
度
目
は
ア
ン
ナ
も
寝
て
い
た
。
と
こ

ろ
が
こ
の
二
度
目
に
彼
は
襖
を
開
け
て
ア
ン
ナ
の
部
屋
に
侵
入
し
、
ア
ン
ナ
の

枕
元
に
今
日
百
貨
店
で
買
っ
た
同
じ
馬
蹄
型
の
財
布
を
置
い
て
戻
っ
た
。
財
布

に
は
二
十
円
を
入
れ
て
。
こ
の
行
為
は
、
彼
か
ら
す
れ
ば
金
の
贈
与
で
あ
っ
て

も
一
方
的
で
あ
る
し
、
そ
れ
以
上
に
、
部
屋
に
入
っ
た
こ
と
自
体
、
家
宅
侵
入

で
あ
り
、
当
然
犯
罪
で
あ
る
。

　
問
題
の
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
、
ア
ン
ナ
の
掏
り
と
い
う

犯
罪
に
は
注
目
し
た
が
、
彼
の
犯
罪
性
は
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
な
見
地
か
ら
言
え
ば
、
彼
は
、
覗
き
、
及
び
家
宅
侵
入
を
犯
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
見
方
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
も
加
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に

注
目
し
、
ま
た
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
の
問
題
は
、

彼
に
、
全
く
犯
罪
意
識
が
無
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
が
実
は
彼
か
ら
掏
っ
た

財
布
で
塩
豆
を
買
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
と
は
知
ら
な
い
彼
は
、「
こ
の
可
憐

な
ロ
シ
ア
娘
も
ま
た
女
学
生
の
流
行
に

─
」
と
、
好
意
的
に
見
て
い
る
。

「

─
」
部
は
、
乗
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
、
と
の
省
略
表
現
と
考
え
ら
れ

る
。
と
も
か
く
彼
は
、
ア
ン
ナ
を
ひ
た
す
ら
「
可
憐
な
ロ
シ
ア
娘
」
と
し
て
憧

れ
慕
い
、「
革
命
に
追
は
れ
た
漂さ
す
ら
ひ泊
の
ロ
シ
ア
貴
族
の
孤
児
」
と
い
う
観
念
で

ア
ン
ナ
に
同
情
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
で
心
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
て
、
自
ら

の
行
為
が
犯
罪
ま
た
は
犯
罪
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
全
く
気
づ
い
て
い
な
い
。

彼
は
ア
ン
ナ
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
、
ま
た
か
け
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
感

度
は
全
く
所
有
し
て
い
な
い
。「
可
憐
な
ロ
シ
ア
娘
」
を
見
守
り
助
け
る
善
意

の
青
年
と
し
か
思
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
、
彼
が
二
十
円
入
っ
た

財
布
を
ア
ン
ナ
の
枕
元
に
置
い
て
き
た
こ
と
を
、「
幼
い
心
づ
く
し
」
と
命
名

し
て
い
る
。
そ
の
言
辞
も
踏
ま
え
れ
ば
、
彼
は
、
独
善
的
な
意
識
の
も
と
に
全

く
気
づ
か
ず
犯
罪
的
行
為
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
語
り
手
の
言
う
「
幼

い
」
の
中
身
は
実
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
、
語
り

手
が
、「
却
つ
て
ア
ン
ナ
を
脅
か
し
た
の
だ
。」
と
明
言
し
た
よ
う
に
、
ア
ン
ナ

が
こ
の
木
賃
宿
か
ら
立
ち
去
っ
た
こ
と
自
体
が
、
彼
の
行
為
の
犯
罪
性
を
証
明

し
て
い
る
。

３
　
財
布
の
交
通

　
き
わ
め
て
比
喩
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
主
人
公
は
財
布

で
あ
る
。「
彼
等
は
き
や
う
だ
い
二
人
で
一
つ
の
財
布
し
か
持
つ
て
ゐ
な
か
つ

た
。」
で
始
ま
り
、「
果
し
て
財
布
が
な
い
。」
で
終
わ
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ

る
。
そ
の
間
、
財
布
は
二
つ
に
増
え
、
そ
し
て
、
彼
と
ア
ン
ナ
の
間
を
行
き
来

す
る
。
そ
の
行
き
来
を
、
テ
ク
ス
ト
の
叙
述
の
順
序
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
内

時
間
の
流
れ
に
お
け
る
順
序
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
ま
ず
、
彼
が
妹
の
財
布
を
借
り
て
持
ち
、
Ｎ
館
を
出
た
ア
ン
ナ
を
追
い
、

ロ
ー
ラ
ー
・
ス
ケ
ー
ト
を
見
物
し
て
い
る
と
き
、
ア
ン
ナ
に
そ
の
財
布
を
掏
ら

れ
た
。
こ
の
時
財
布
は
ア
ン
ナ
に
移
行
す
る
。
そ
の
後
、
ア
ン
ナ
が
塩
豆
を

買
っ
て
い
る
と
き
彼
は
自
分
の
と
同
一
の
財
布
を
見
た
と
思
う
が
、
そ
れ
は
自

分
の
財
布
で
あ
っ
た
。
掏
ら
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
の
後
、
ア
ン

ナ
の
泊
っ
て
い
る
木
賃
宿
に
泊
ろ
う
と
し
て
財
布
が
無
い
こ
と
に
気
づ
き
、
同

時
に
ア
ン
ナ
に
掏
ら
れ
た
こ
と
を
自
覚
す
る
。
次
の
晩
は
、
彼
は
財
布
無
し
で

泊
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
晩
目
に
は
、
ア
ン
ナ
に
掏
ら
れ
た
の
と
同
じ
財
布
を

買
っ
て
彼
は
泊
る
。
財
布
は
二
つ
に
な
り
、
そ
の
晩
は
、
ア
ン
ナ
が
一
つ
、
彼



─ 17 ─

成蹊國文　第五十四号　（2021）

が
一
つ
と
、
財
布
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
明
け
方
、
彼
は
財
布
に
二
十
円

を
入
れ
、
そ
れ
を
ア
ン
ナ
の
枕
元
に
置
く
。
こ
の
時
、
物
理
的
に
財
布
は
二
つ

と
も
ア
ン
ナ
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
。
そ
の
後
彼
は
寝
入
り
、
目
覚
め
る
と
、
自

分
の
部
屋
の
襖
の
下
に
、
財
布
が
二
つ
あ
り
、
ア
ン
ナ
た
ち
は
消
え
て
い
た
。

つ
ま
り
、
最
後
は
、
彼
が
百
貨
店
で
買
っ
た
財
布
は
二
つ
と
も
彼
の
所
有
に

戻
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
財
布
が

交
通
す
る
テ
ク
ス
ト
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
財
布
の
劇
的
な
交
通
の
場
面
で
あ
る
、
財
布
が
二
つ
ア
ン

ナ
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
場
面
と
、
そ
の
二
つ
が
彼
に
戻
っ
た
場
面
で
は
、
こ
の

二
つ
の
財
布
が
、
彼
と
ア
ン
ナ
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
の
精
神
の
ド
ラ
マ
を
内
包
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
こ
そ
が
、
私
見
で
は
、
も
っ
と
も
含
蓄
の
あ

る
優
れ
た
内
実
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
頂
点
と
考
え
る
。
こ
の
部
分
は
、
次
の
よ

う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　
彼
は
そ
つ
と
ふ
す
ま
を
明
け
て
這
ふ
や
う
に
、
ア
ン
ナ
の
枕
も
と
へ
財

布
を
置
い
て
来
た
。

─
黒
い
革
の
馬
蹄
型
に
赤
い
線
の
縁
取
り
を
し
た

小
銭
入
、
今
日
彼
が
わ
ざ
わ
ざ
百
貨
店
か
ら
前
と
同
じ
も
の
を
買
つ
て
来

た
の
だ
。

　
泣
き
は
れ
た
目
を
覚
ま
す
と
、
彼
の
部
屋
の
ふ
す
ま
の
裾
に

─
な
ん

と
こ
れ
と
同
じ
財
布
が
二
つ
並
ん
で
ゐ
る
で
は
な
い
か
。
新
し
い
方
に
は

昨
夜
の
二
十
円
、
古
い
方
に
は
十
六
円
幾
ら

─
ア
ン
ナ
が
こ
の
間
彼
か

ら
盗
ん
だ
だ
け
の
金
を
そ
つ
く
り
返
し
た
の
だ
。

　
ま
ず
、
第
一
に
、
彼
は
な
ぜ
同
じ
財
布
を
買
っ
た
の
か
。
財
布
を
掏
ら
れ
た

の
で
補
塡
し
た
と
、
単
純
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
わ
ざ

わ
ざ
」
買
っ
た
か
ら
だ
。
わ
ざ
わ
ざ
と
は
、
或
る
目
的
の
た
め
に
と
り
た
て
て

行
う
行
為
を
指
す
言
葉
で
あ
る
。
で
は
、
ど
う
い
う
目
的
だ
っ
た
の
か
。
最
初

か
ら
そ
う
だ
っ
た
と
は
確
定
で
き
な
い
が
、
結
果
的
に
「
二
十
円
」
を
入
れ
、

枕
元
に
置
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
お
金
を
贈
る
た
め
の
入
れ
物
と
し
て
使
用

す
る
の
が
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
同
じ
財
布
な
の
か
。

ア
ン
ナ
に
同
じ
財
布
を
二
つ
持
た
せ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

と
す
れ
ば
、
同
じ
財
布
を
贈
る
こ
と
に
よ
っ
て
贈
り
主
が
自
分
で
あ
る
こ
と
を

伝
達
す
る
た
め
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
が
彼
の
財
布
を
掏
っ
た
と
き
、
ア
ン
ナ
と
彼

は
顔
と
顔
を
向
か
い
合
わ
せ
て
い
た
。
ゆ
え
に
ア
ン
ナ
は
ど
う
い
う
男
か
ら

掏
っ
た
か
を
知
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
同
じ
財
布
を
置
く
こ
と

は
、
ア
ン
ナ
が
掏
っ
た
財
布
と
同
一
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
置
い
た
の
が
彼
で
あ

る
こ
と
を
明
示
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
黒
い
馬
蹄
型
の
、
赤
い
縁

取
り
の
あ
る
財
布
は
、
彼
を
示
す
記
号
の
役
割
を
果
た
す
、
と
彼
は
考
え
た
の

だ
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
「
二
十
円
」
と
い
う
お
金
の
問
題
が
あ
る
。
こ
の
「
二

十
円
」
は
、
三
晩
目
に
木
賃
宿
に
泊
っ
た
日
に
、
友
達
か
ら
借
り
集
め
た
も
の

で
あ
っ
た
。
な
ぜ
「
二
十
円
」
な
の
か
。
そ
れ
は
、
前
の
晩
泊
っ
た
時
に
、
宿

の
女
中
と
次
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
し
て
い
た
か
ら
だ
。

「
こ
こ
の
異
人
娘
が
お
気
に
い
つ
た
の
な
ら
、
お
世
話
し
ま
せ
う
か
。」

「
え
。」

「
二
十
円
も
お
だ
し
に
な
り
ま
す
か
。」

「
だ
つ
て
、
だ
つ
て
君
、
あ
の
子
は
た
つ
た
十
三
な
ん
だ
ぜ
。」

「
へ
え
、
十
三
で
す
か
。」
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女
中
は
、
ア
ン
ナ
の
売
春
の
世
話
を
す
る
。
そ
の
こ
と
に
彼
は
驚
き
、
年
齢

を
挙
げ
て
に
わ
か
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
「
二
十
円
」
と
い
う
金
、
そ
れ

と
同
等
の
金
を
集
め
て
持
っ
て
き
た
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
で
、
先
行
研
究
で
は
、

彼
が
ア
ン
ナ
を
買
お
う
と
し
た
と
、
受
け
取
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
（
３
）。

た
し
か

に
語
り
手
は
、「
三
晩
目
、
彼
は
友
達
か
ら
二
十
円
借
り
集
め
て
来
た
が
、
別

の
女
中
が
彼
の
部
屋
へ
出
た
。」
と
記
述
し
て
お
り
、
別
の
女
中
が
出
て
来
た

た
め
に
買
う
こ
と
が
頓
挫
し
た
の
で
あ
り
、
昨
晩
の
女
中
が
出
て
来
れ
ば
買
う

こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
よ
う
に
も
こ
こ
か
ら
す
る
と
読
め
な
く
は
な
い
。
し

か
し
、
昨
夜
、
買
春
の
話
を
持
ち
か
け
ら
れ
て
文
字
ど
お
り
驚
嘆
し
て
い
る
し
、

そ
の
泊
っ
た
晩
は
、「
彼
は
固
い
寝
床
に
が
た
が
た
震
え
て
ゐ
た
。」
と
の
記
述

が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ア
ン
ナ
買
春
の
衝
撃
の
大
き
さ
が
「
震
へ
」
と

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
４
）の

で
、
一
夜
明
け
て
急
に
い
そ
い
そ
と
ア
ン
ナ
を
買
う

元
気
が
出
た
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
彼
は
こ
の
日
、
新
し
い
同
じ
財
布
を
百

貨
店
か
ら
「
わ
ざ
わ
ざ
」
買
っ
て
き
て
い
る
。
単
に
買
春
の
代
金
を
払
う
た
め

で
あ
れ
ば
、
新
し
い
同
じ
財
布
に
入
れ
て
渡
す
必
要
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
と
、

新
し
い
財
布
に
「
二
十
円
」
を
入
れ
て
贈
っ
た
行
為
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
二

十
円
」
は
、
ア
ン
ナ
が
一
晩
身
体
を
売
る
と
稼
げ
る
金
額
を
、
そ
う
し
な
く
て

も
得
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
出
た
「
二
十
円
」
な
の

で
あ
り
、
語
り
手
の
「
彼
は
友
達
か
ら
二
十
円
借
り
集
め
て
来
た
が
、
別
の
女

中
が
彼
の
部
屋
へ
出
た
。」
と
い
う
記
述
は
、
ア
ン
ナ
に
渡
し
た
い
金
集
め
と
、

今
晩
は
女
中
が
異
な
る
こ
と
を
「
が
」
と
い
う
接
続
詞
で
繋
い
だ
も
の
で
あ
る
、

と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。「
二
十
円
」
の
入
っ
た
新
し
い
財
布
を
ア
ン
ナ
の

枕
元
に
置
い
た
彼
は
、
泣
き
な
が
ら
寝
た
、
ま
た
は
寝
な
が
ら
泣
い
た
。
彼
は
、

掏
ら
れ
た
金
を
取
り
戻
す
こ
と
も
な
く
、
ア
ン
ナ
に
掏
ら
れ
た
こ
と
自
体
に
何

の
わ
だ
か
ま
り
も
持
っ
て
い
な
い
。
ア
ン
ナ
を
悪
く
思
わ
な
い
の
で
あ
る
。
た

だ
た
だ
、
接
近
を
計
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
心
意
に
注
目
す
る
と
、
彼
が
泣
い

た
の
は
、
十
三
歳
と
い
う
「
可
憐
な
ロ
シ
ア
娘
」
の
窮
状
に
対
す
る
同
情
と
、

自
ら
の
恋
を
告
げ
る
こ
と
の
で
き
な
い
悲
痛
と
が
合
わ
さ
っ
た
も
の
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
（
５
）。

　
で
は
、
二
つ
の
財
布
を
彼
に
返
し
た
ア
ン
ナ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
精
神
の
ド

ラ
マ
が
あ
っ
た
の
か
。
ア
ン
ナ
は
、
新
し
い
財
布
が
枕
元
に
置
か
れ
る
ま
で
、

彼
が
隣
の
部
屋
に
二
晩
泊
り
、
部
屋
を
覗
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
う

読
め
る
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
枕
元
に
自
分
が
掏
っ
た
も
の

と
同
じ
財
布
が
置
い
て
あ
る
こ
と
に
ど
う
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
財
布
を
返

し
た
こ
と
か
ら
逆
算
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
ま
ず
、
こ
こ
に
同
じ
財

布
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
掏
っ
た
財
布
の
持
ち
主
で
な
い
と
置
く
こ

と
が
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
あ
の
男
（
彼
）
が
隣
の
部
屋
に
泊
っ
て
い
て
襖
を

開
け
て
侵
入
し
置
い
て
い
っ
た
。
し
か
も
二
十
円
と
い
う
金
額
は
自
分
が
身
を

売
る
金
額
で
あ
り
、
宿
の
女
中
か
ら
知
っ
た
の
だ
、
と
思
う
。
お
そ
ら
く
こ
う

認
知
し
た
。
そ
の
上
で
考
え
た
こ
と
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
新
し
い
財
布

と
金
は
受
け
取
ら
な
い
。
そ
し
て
、
前
に
掏
っ
た
財
布
も
返
す
。
し
か
も
掏
っ

た
時
に
入
っ
て
い
た
金
額
に
し
て
返
す
。
す
で
に
塩
豆
を
そ
の
財
布
か
ら
買
っ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
手
持
ち
の
金
を
入
れ
て
元
に
戻
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
処
理
を
決
意
し
、
自
分
た
ち
の
状
況
を
他
者
に
、
し
か
も
掏
っ
た

相
手
に
知
ら
れ
た
こ
と
を
父
に
話
し
、
立
ち
去
る
こ
と
に
し
た
。

　
ア
ン
ナ
が
彼
の
部
屋
の
襖
の
裾
に
置
い
て
い
っ
た
財
布
は
、
新
し
い
財
布
が
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売
春
に
関
す
る
情
け
を
受
け
る
こ
と
を
拒
否
す
る
徴し
る
し

、
古
い
財
布
が
掏
り
を

恥
じ
て
反
省
し
た
徴
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
を
代
弁
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

貧
窮
ゆ
え
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
対
し
て
、
彼
の
好
意
は
充
分
に
受
け
取
っ

た
上
で
、
本
来
の
プ
ラ
イ
ド
と
倫
理
を
立
て
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の
ア
ン
ナ

の
行
為
で
あ
っ
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に
ア
ン
ナ
の
ロ
シ
ア
貴
族

と
し
て
の
原
高
貴
性
が
あ
る
。

　
結
果
的
に
、
二
つ
の
財
布
が
彼
と
ア
ン
ナ
の
間
を
行
き
交
っ
た
。
そ
の
交
通

は
、
彼
の
接
近
と
好
意
を
担
い
、
ア
ン
ナ
の
犯
罪
と
倫
理
と
を
担
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
彼
の
接
近
が
犯
罪
性
を
も
つ
こ
と
を
考
え
る
と
、
彼
も
ア
ン
ナ
も
、

悪
と
善
両
方
を
有
し
て
い
る
点
に
お
い
て
同
等
の
人
間
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、

彼
の
好
意
に
は
一
点
の
無
神
経
が
あ
っ
た
。「
二
十
円
」
と
い
う
金
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
ア
ン
ナ
に
自
ら
の
売
春
を
自
ら
に
突
き
つ
け
る
金
で
あ
り
、
傷
つ
い

た
、
と
想
像
さ
れ
る
。
し
か
も
、
彼
の
情
報
が
正
し
け
れ
ば
、
ア
ン
ナ
は
十
三

歳
で
あ
る
。
彼
は
期
せ
ず
し
て
加
害
者
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

「
二
十
円
」
は
、
当
時
に
お
い
て
ど
の
位
の
位
置
に
あ
る
お
金
か
と
い
う
と
、

『
値
段
史
年
表
　
明
治
・
大
正
・
昭
和
』
（
６
）
に
よ
れ
ば
、
大
正
十
五
年
に
お
い
て

公
務
員
の
初
任
給
が
七
十
円
、
銀
行
員
の
初
任
給
が
五
十
五
円
～
七
十
円
で

あ
っ
た
の
で
、
か
な
り
の
金
額
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
は
本
郷
の
下
宿
に
妹
と
住

ん
で
い
た
。
大
正
十
五
年
に
お
け
る
本
郷
の
下
宿
代
は
、
一
室
、
四
畳
半
な
い

し
六
畳
で
、
三
食
賄
い
付
き
で
二
十
円
～
二
十
五
円
で
あ
り
、
彼
は
、
約
一
ケ

月
分
の
下
宿
代
に
当
た
る
金
を
友
達
か
ら
借
り
集
め
た
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
財
布
の
交
通
の
な
か
で
、
気
に
な
る
こ
と
が
ひ
と
つ
あ
る
。
そ

れ
は
、
ア
ン
ナ
が
二
つ
の
財
布
を
彼
に
返
し
た
と
き
、
襖
を
開
け
た
こ
と
で
あ

る
。
彼
は
泣
き
ぬ
れ
て
寝
て
い
た
。
ア
ン
ナ
は
、
寝
て
い
る
彼
の
姿
を
見
た
は

ず
で
あ
る
。
ど
ん
な
気
持
ち
で
眺
め
た
の
か
。
具
体
的
に
は
何
の
記
述
も
な
い

が
、
こ
の
ア
ン
ナ
の
目
が
、
テ
ク
ス
ト
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
見
逃
し

て
は
な
る
ま
い
。
ア
ン
ナ
の
見
せ
た
原
高
貴
性
と
倫
理
観
か
ら
す
れ
ば
、
付
き

纏
わ
れ
知
ら
れ
る
恐
怖
と
と
も
に
、
彼
の
好
意
は
受
け
取
っ
た
。
恋
の
告
白
ま

で
は
受
容
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
こ
の
よ
う
な
目
で
あ
っ

た
と
想
像
さ
れ
る
。

４
　
落
と
し
た
財
布
の
物
語

　
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
彼
と
ア
ン
ナ
の
物
語
の
他
に
、
も
う
一
つ
の
物
語
が

あ
る
。
彼
と
妹
の
物
語
で
あ
る
。
彼
と
妹
は
、
親
元
を
離
れ
て
、
東
京
本
郷
で

下
宿
生
活
を
し
て
い
た
。
彼
は
高
等
学
校
へ
、
妹
は
女
学
校
に
通
っ
て
い
た
。

小
銭
入
れ
を
共
有
す
る
仲
の
良
い
兄
妹
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
妹
に
、
財
布

を
掏
ら
れ
た
こ
と
を
一
切
言
わ
な
い
。
し
か
も
ア
ン
ナ
に
掏
ら
れ
た
と
、
掏
っ

た
人
物
も
特
定
で
き
て
い
る
の
に
。
彼
は
妹
に
、
財
布
は
落
と
し
た
、
と
言
っ

て
い
た
ら
し
い
。
ア
ン
ナ
を
失
っ
た
日
、
下
宿
へ
帰
っ
た
彼
は
、
次
の
よ
う
に

妹
と
会
話
し
、
次
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
。

　
彼
は
下
宿
へ
帰
つ
て
、
妹
に
、

「
こ
の
間
の
財
布
が
戻
つ
た
。
浅
草
の
警
察
へ
寄
つ
て
み
た
ら
、
可
憐
な

ロ
シ
ア
の
少
女
が
拾
つ
と
い
て
く
れ
た
ん
だ
つ
て
さ
。」

「
よ
か
つ
た
わ
。
お
礼
な
す
つ
て
、
そ
の
子
に
？
」

「
さ
す
ら
ひ
の
娘
だ
か
ら
、
ど
こ
へ
行
つ
た
か
分
ら
な
い
よ
。

─
な
い

も
の
と
あ
き
ら
め
て
た
ん
だ
し
、
そ
の
子
の
記
念
に
何
か
ロ
シ
ア
の
も
の
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を
買
は
う
」

「
革
命
か
ら
こ
つ
ち
、
ロ
シ
ア
の
も
の
は
何
も
来
や
し
な
い
わ
。
く
る
の

は
ラ
シ
ヤ
売
り
だ
け
。」

「
と
に
か
く
、
僕
達
に
は
贅
沢
で
、
長
く
残
る
も
の
を
買
は
う
。」

　
朱
色
の
革
の
化
粧
箱
を
彼
は
あ
の
百
貨
店
で
妹
に
買
つ
て
や
つ
た
。

　「
こ
の
間
の
財
布
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
ア
ン
ナ
に
財
布

を
掏
ら
れ
た
晩
、
掏
ら
れ
た
た
め
に
ア
ン
ナ
の
居
る
木
賃
宿
に
泊
れ
ず
、
下
宿

へ
帰
っ
た
と
き
、
妹
に
財
布
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、

「
戻
つ
た
」、「
ロ
シ
ア
の
少
女
が
拾
つ
と
い
て
く
れ
た
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
財
布
を
落
と
し
た
、
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
に
掏
ら
れ

た
こ
と
を
彼
は
妹
に
言
わ
な
か
っ
た
。
妹
に
対
し
ア
ン
ナ
の
悪
を
隠
蔽
し
た
。

そ
し
て
今
度
は
、
ア
ン
ナ
を
落
と
し
物
を
拾
っ
て
届
け
て
く
れ
た
善
人
に
仕
立

て
た
。
妹
に
二
重
の
嘘
を
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
妹
に
対
し
て
、
倫
理
的
で

「
可
憐
な
ロ
シ
ア
の
少
女
」
と
し
て
の
像
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。
言
わ
ば
、

嘘
で
固
め
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
妄
想
の
産
物
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
ア
ン
ナ
像

が
正
し
く
な
い
の
か
。
実
は
当
っ
て
い
る
。
ア
ン
ナ
は
彼
か
ら
財
布
を
掏
っ
た

と
き
、
彼
の
足
を
踏
み
、
彼
に
「
失
礼
」
と
反
対
に
言
わ
れ
て
し
ま
っ
て
、

「
頰
を
真
赤
に
し
て
微
笑
ん
だ
。」
の
で
あ
る
。
掏
っ
た
相
手
に
謝
ら
れ
、
一
瞬

良
心
の
呵
責
に
苛
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
は
掏す

摸り

を
悪
い
と
思
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。
十
三
歳
で
売
春
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
、
掏
摸
も
し
な
け

れ
ば
生
活
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
生
き
る
た
め
に
仕
方
の
な
い
悪
を

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
掏
っ
た
相
手
か
ら
の
善
意
に
心
痛
み
、
お
金

も
貰
わ
ず
、
掏
っ
た
金
も
全
額
返
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
家
族
の
た
め
に
繕

い
物
を
し
、
弟
た
ち
を
庇
護
す
る
。
ア
ン
ナ
は
、
根
は
倫
理
観
の
あ
る
「
可
憐

な
ロ
シ
ア
の
少
女
」
な
の
で
あ
る
。
ア
ン
ナ
に
一
方
的
に
惚
れ
込
ん
で
い
る
彼

は
、
ア
ン
ナ
の
泊
っ
て
い
る
宿
に
泊
れ
な
か
っ
た
夜
、
財
布
を
掏
ら
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ロ
シ
ア
の
歌
を
イ
ギ
リ
ス
語
で
歌
ひ
歌
ひ
本
郷
へ
歩
い

て
帰
」
る
。
掏
ら
れ
た
こ
と
は
、
関
係
が
で
き
て
嬉
し
い
ぐ
ら
い
に
し
か
思
っ

て
い
な
い
。
こ
の
あ
と
、
ア
ン
ナ
と
の
間
に
財
布
の
贈
与
と
返
却
と
い
う
事
件

が
起
き
、
具
体
的
な
関
係
が
成
立
し
た
意
味
で
は
深
い
関
係
と
な
っ
た
。
そ
の

意
識
の
流
れ
の
上
で
成
立
さ
せ
た
、
あ
る
意
味
で
お
め
で
た
い
、「
可
憐
な
ロ

シ
ア
の
少
女
」
像
の
造
立
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
保
持
し
た
く
て
た
ま
ら
な

い
ア
ン
ナ
像
で
あ
り
、
意
外
に
正
鵠
を
得
て
い
た
、
と
評
価
し
て
よ
い
。

　「
と
に
か
く
、
僕
達
に
は
贅
沢
で
、
長
く
残
る
も
の
を
買
は
う
。」、
こ
の
言

は
、
二
人
の
財
布
が
戻
っ
た
記
念
に
、
戻
し
て
く
れ
た
ロ
シ
ア
の
少
女
を
顕
彰

し
て
、
物
と
し
て
存
在
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
た
し
か
に
今
、
二
十

円
と
十
六
円
強
、
友
人
に
今
す
ぐ
返
却
し
な
い
つ
も
り
な
ら
、
三
十
六
円
強
の

金
が
あ
る
。
そ
こ
で
買
っ
た
の
が
、「
朱
色
の
革
の
化
粧
箱
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
何
を
意
味
を
し
て
い
る
か
。
テ
ク
ス
ト
の
表
現
か
ら
言
え
ば
、「
ロ
シ
ア
の

も
の
を
買
は
う
」
と
言
っ
て
買
っ
た
の
だ
か
ら
、
ロ
シ
ア
製
の
化
粧
箱
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
そ
の
子
の
記
念
に
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
ロ
シ
ア
の
少
女
」
に
ち
な
む
も
の
と
し
て
女
性
用
の
化
粧
箱
と
い
う
選
択
を

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、「
妹
に
買
つ
て
や
つ
た
」
と
あ
る
の

で
、
記
念
品
と
い
っ
て
も
彼
自
身
が
使
う
、
ま
た
は
二
人
が
所
有
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
は
な
く
、
彼
女
だ
け
が
使
う
も
の
を
、
記
念
品
と
し
た
の
で
あ

る
。
妹
は
こ
の
化
粧
箱
に
、
財
布
を
拾
っ
て
届
け
て
く
れ
た
誠
実
な
「
ロ
シ
ア
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の
少
女
」
を
見
る
。
一
方
、
彼
は
、
化
粧
箱
に
ア
ン
ナ
そ
の
人
を
見
る
。
し
か

も
自
ら
が
作
り
上
げ
た
、
財
布
を
拾
っ
て
届
け
て
く
れ
た
誠
実
な
「
ロ
シ
ア
の

少
女
」
と
い
う
虚
像
を
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
虚
像
は
、
実
は
虚
で

は
な
い
。
彼
は
、
二
つ
の
財
布
を
返
し
て
よ
こ
し
た
ア
ン
ナ
の
倫
理
を
知
っ
て

い
る
。
と
す
れ
ば
、
財
布
を
拾
っ
て
届
け
て
く
れ
た
ア
ン
ナ
像
そ
の
も
の
は
嘘

だ
が
、
こ
の
像
に
込
め
ら
れ
た
心
の
実
質
は
嘘
で
は
な
い
。
彼
は
、
妹
を
巻
き

込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
倫
理
的
な
ア
ン
ナ
の
実
質
を
定
着
さ
せ
て
お
き
た
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
妹
は
、
彼
の
真
意
は
全
く
知
ら
な
い
。
素
直
に
彼

の
言
う
こ
と
を
受
け
入
れ
て
、
化
粧
箱
を
買
っ
て
も
ら
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ

れ
に
し
て
も
、
二
人
で
買
っ
た
小
銭
入
れ
の
財
布
は
「
黒
い
革
」
製
で
あ
り
、

こ
の
化
粧
箱
も
「
革
の
化
粧
箱
」、
革
製
で
共
通
し
て
お
り
、
財
布
は
「
化
粧

品
を
飾
つ
た
ガ
ラ
ス
箱
の
上
の
籠
」
に
売
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
今
度
は
化
粧

箱
を
買
っ
た
。
化
粧
品
の
上
と
、
化
粧
箱
、
こ
れ
も
繋
が
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

赤
い
縁
の
あ
る
財
布
と
朱
色
の
化
粧
箱
、
彼
に
お
け
る
財
布
へ
の
こ
だ
わ
り
は

強
か
っ
た
、
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
落
と
し
た
財
布
の
物
語
は
、
ま
だ
終
わ
ら
な
い
。
先
の
引
用
の
後

に
、
次
の
一
文
が
あ
る
。

　

─
三
四
年
後
、
花
嫁
の
旅
に
も
妹
は
そ
の
化
粧
箱
を
持
つ
て
行
つ
た
。

　
ア
ン
ナ
が
去
り
そ
の
記
念
に
朱
の
化
粧
箱
を
妹
に
買
い
与
え
て
三
、
四
年

た
っ
た
。
そ
し
て
妹
は
結
婚
し
た
。
そ
の
嫁
ぎ
先
へ
行
く
旅
か
、
も
し
く
は
新

婚
旅
行
に
妹
は
こ
の
化
粧
箱
を
持
っ
て
行
っ
た
。
お
そ
ら
く
素
直
な
妹
は
、
彼

に
買
っ
て
も
ら
っ
た
も
の
で
も
あ
り
、
大
切
に
使
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼

の
方
で
は
、
花
嫁
と
な
っ
た
妹
に
持
た
れ
た
化
粧
箱
、
そ
こ
に
ア
ン
ナ
の
幸
せ

な
面
影
を
夢
想
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
方
的
な
行
為
の
中
で
、
妹
は
、
親
切

な
ロ
シ
ア
の
少
女
の
記
念
を
受
け
入
れ
て
、
素
直
に
の
び
や
か
に
生
き
て
ゆ
く
。

こ
ま
っ
た
兄
と
、
質
の
い
い
妹
の
物
語
が
こ
こ
に
あ
る
。

５
　
日
本
人
ア
ン
ナ
の
正
体

　
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
彼
が
、
浅
草
で
ア
ン
ナ
が
消
え
て
か
ら
、
お
そ
ら
く
三
、

四
年
を
経
た
と
き
、
銀
座
で
、
タ
イ
ト
ル
と
も
な
っ
て
い
る
「
日
本
人
ア
ン

ナ
」
に
遭
遇
す
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。

　
銀１

座
の
三
月
の
夜
、
不
良
少
年
ら
し
い
群
が
歩
道
一
杯
に
拡
が
つ
て
歩

い
て
来
る
。
街２

路
樹
の
傍
に
道
を
よ
け
た
彼
は
、
そ
の
群
の
う
し
ろ
に
蠟

人
形
じ
み
た
白
さ
の
美
し
い
少
年
を
見
た
。
あ３

ら
い
久
留
米
が
す
り
、
眼

深
に
か
ぶ
つ
た
古
い
黒
の
釣
鐘
帽
子
、
裾
の
切
れ
た
学
生
マ
ン
ト
、
朴
歯

の
下
駄
の
素
足
が
噛
み
た
く
な
る
綺
麗
さ

─
女
か
。
す４

れ
ち
が
ひ
ざ
ま

彼
は
、

「
あ
、
ア
ン
ナ
だ
。
ア
ン
ナ
。」

「
ア５

ン
ナ
ぢ
や
な
い
。
日
本
人
だ
よ
。」
と
、
少
年
は
は
つ
き
り
言
つ
て
、

風
の
や
う
に
消
え
て
し
ま
つ
た
。

「
ア６

ン
ナ
ぢ
や
な
い
。
日
本
人
だ
よ
。」
と
、
彼
が
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
ふ

と
背
広
服
の
内
ポ
ケ
ツ
ト
に
手
を
入
れ
た
。
果７

し
て
財
布
が
な
い
。

�

（
数
字
は
小
林
が
付
け
た
。
１
は
第
１
文
を
示
す
）

　
彼
は
「
背
広
服
」
を
着
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
社
会
人
に
な
っ
て
い
て
、

銀
座
界
隈
に
勤
め
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
三
月
の
夜
、
歩
道
一
杯
に
歩
い

て
来
る
不
良
の
群
を
街
路
樹
側
に
避
け
て
、
彼
は
不
良
た
ち
と
擦
れ
違
い
、
そ
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の
中
の
一
人
を
ア
ン
ナ
だ
と
思
っ
た
瞬
間
に
、
財
布
を
掏
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
、
彼
の
財
布
を
掏
っ
た
人
物
は
、
彼
が
思
っ
た
よ
う
に
ア
ン
ナ
な
の
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
は
、
ほ
ぼ
、
ア
ン
ナ
だ
と
受
け
取
っ
て
い

る（７
）。

し
か
し
、
そ
う
だ
ろ
う
か
。

　
物
語
内
容
は
い
ま
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
の
さ
れ
方
、
物
語

言
説
を
語
り
手
に
注
目
し
て
検
討
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
。

　
引
用
の
第
１
文
は
、「
不
良
少
年
ら
し
い
群
が
（
中
略
）
歩
い
て
来
る
。」
と

あ
る
。「
歩
い
て
い
る
」
な
ら
ば
語
り
手
の
客
観
的
記
述
で
あ
る
が
、「
来
る
」

に
は
、
そ
れ
を
受
け
と
め
る
主
体
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
２
文
に

出
て
来
る
主
体
の
彼
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
第
１
文
を
語
り
手
は
彼
の
視

点
に
寄
り
添
っ
て
書
い
て
い
る
わ
け
で
、
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
風
に
言
え
ば
、
語
り
手

が
彼
に
焦
点
化
し
た
記
述
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
２
文
は
、「
彼
は
（
中

略
）
少
年
を
見
た
。」
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
語
り
手
は
、
彼
の
知
覚
体
験
に

寄
り
添
っ
て
記
述
し
て
い
る
。
第
３
文
は
、
そ
の
彼
が
「
見
た
」
少
年
の
服
装

と
身
体
の
一
部
、
そ
れ
に
対
す
る
彼
の
判
断
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、
語
り
手
は
、

彼
の
視
覚
認
識
と
意
識
を
代
行
す
る
形
で
記
述
し
て
い
る
。
第
４
文
、
第
５
文

は
そ
れ
ぞ
れ
彼
と
少
年
の
発
話
と
行
為
の
記
述
で
あ
り
、
語
り
手
は
、
小
説
内

の
事
実
と
い
う
物
語
内
容
の
客
観
的
叙
述
を
行
っ
て
い
る
。
第
６
文
は
、
彼
の

呟
き
と
内
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
る
彼
の
行
為
を
こ
れ
も
客
観
的
に
記
す
。
し

か
し
こ
の
一
文
に
は
、
彼
の
心
理
が
張
り
つ
い
て
い
る
。「
つ
ぶ
や
き
」
は
疑

惑
で
あ
り
、
手
を
「
内
ポ
ケ
ツ
ト
に
入
れ
」
る
行
為
は
疑
惑
を
確
認
す
る
た
め

の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
疑
惑
と
行
為
は
、
そ
の
ま
ま
、
こ
の
少
年
が
ア
ン
ナ
だ

と
す
れ
ば
財
布
を
掏
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い
が
瞬
時
に
湧
い
た
こ
と
を

表
現
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
こ
の
一
文
は
、
文
章
の
姿
と
し
て
は

語
り
手
に
よ
る
客
観
的
記
述
で
あ
り
な
が
ら
、
語
り
手
が
彼
の
心
理
に
寄
り

添
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
内
実
で
あ
る
、
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
そ
し

て
、
第
７
文
、「
果
し
て
財
布
が
な
い
。」
が
来
て
、
テ
ク
ス
ト
は
閉
じ
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
一
文
は
語
り
手
に
よ
る
ス
ト
レ
ー
ト
な
記
述
な
の
か
。
そ
れ
と

も
、
語
り
手
が
、
彼
の
心
内
語
を
記
述
し
た
も
の
な
の
か
。
第
６
文
か
ら
の
繋

が
り
か
ら
言
え
ば
、
彼
が
内
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
て
み
る
と
、
財
布
を
掏
ら

れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
、
と
い
う
意
味
が
表
出
さ
れ
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
。

「
果
し
て
財
布
が
な
い
。」
の
「
果
し
て
」
は
、
案
の
定
、
思
っ
た
と
お
り
、
と

い
う
意
味
で
、
予
め
想
定
し
た
こ
と
が
そ
の
通
り
証
明
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
言

葉
で
あ
る
。
彼
は
掏
ら
れ
た
こ
と
を
想
定
し
て
内
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
た
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
財
布
が
無
い
事
案
に
よ
り
、「
果
し
て
」
と
思
う
の
は
当
然

で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
第
７
文
は
、
彼
の
心
理
を
語
り
手
が
代
替
し
て
記
し

た
文
章
で
あ
る
、
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
６
文
に
表
現
さ
れ
た
彼
の
意

識
の
流
れ
か
ら
は
そ
う
言
え
る
が
、
し
か
し
、
第
７
文
は
、
第
６
文
の
彼
の
意

識
の
流
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
語
り
手
が
、
登
場
人
物
の
彼
の
外
か
ら
「
財
布
が

な
い
」
と
断
定
し
、
認
定
し
た
、
と
受
け
と
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
二
様

の
解
釈
に
決
着
を
つ
け
る
指
標
と
な
る
の
が
、「
果
し
て
」
を
め
ぐ
る
、
こ
の

テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
使
用
法
で
あ
る
。「
果
し
て
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

彼
の
行
為
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
心
理
を
語
る
文
の
直
後
で
使
用
さ

れ
、
そ
の
後
に
来
る
言
葉
「
財
布
が
な
い
」
も
、
な
い
と
思
っ
た
、
知
っ
た
、

と
、
彼
の
心
理
を
語
っ
て
い
た
と
も
捉
え
ら
れ
た
。
こ
の
「
果
し
て
」
と
同
一

の
方
法
で
記
述
さ
れ
た
も
の
が
他
に
二
つ
あ
る
。
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ま
ず
、
ア
ン
ナ
が
彼
ら
と
同
じ
財
布
を
持
っ
て
い
る
の
を
見
た
場
面
で
あ
る
。

　
こ
の
可
憐
な
ロ
シ
ア
娘
も
ま
た
女
学
生
の
流
行
に

─
。

　
さ
う
だ
、
彼
が
妹
に
誘
ひ
出
さ
れ
て
あ
る
百
貨
店
へ
行
つ
た
時
、（
中

略
）
買
つ
た
財
布
だ
つ
た
。

　
ア
ン
ナ
も
そ
れ
と
同
じ
財
布

─

　「
さ
う
だ
」
の
前
の
部
分
で
は
、
ダ
ッ
シ
ュ
で
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
彼

の
意
識
、
心
理
が
表
現
さ
れ
、「
さ
う
だ
」
の
後
も
百
貨
店
で
こ
の
財
布
を

買
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
心
理
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
さ

う
だ
」
は
、
語
り
手
が
彼
の
気
づ
き
を
表
現
し
た
言
わ
ば
彼
の
心
内
語
で
あ
る
。

　
も
う
一
箇
所
は
、
彼
が
ア
ン
ナ
の
後
を
つ
け
て
木
賃
宿
の
二
階
を
見
る
た
め

に
胃
腸
病
院
の
白
壁
に
立
っ
た
場
面
で
あ
る
。

　
彼
は
（
中
略
）
白
壁
に
背
を
寄
せ
た
が

─
立
ち
す
く
ん
だ
。

　
そ
の
白
壁
に
中
学
生
が
一
人
（
中
略
）
木
賃
宿
の
二
階
を
じ
つ
と
に
ら

ん
で
ゐ
る
の
だ
。
や
は
り
ア
ン
ナ
の
後
を
つ
け
て
来
た
の
に
ち
が
ひ
な
い
。

　
引
用
の
中
の
一
行
空
き
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
第
一
セ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
第
二

セ
ク
シ
ョ
ン
の
切
れ
目
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
中
学
生
も
彼
と
同
じ
よ
う
に
二
階
を
見
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
彼
は
「
立
ち

す
く
ん
だ
」。
つ
ま
り
、
驚
い
て
硬
直
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
驚
き
、
恐
れ
の

心
理
の
あ
と
で
、「
や
は
り
」
と
あ
り
、
こ
の
中
学
生
も
自
分
と
同
じ
よ
う
に

後
を
つ
け
た
と
気
づ
き
、
認
定
し
よ
う
と
す
る
心
理
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
「
や

は
り
」
も
語
り
手
が
彼
の
気
づ
き
を
表
現
し
た
彼
の
心
内
語
と
見
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

　
さ
て
、「
果
し
て
」
は
ど
う
い
う
言
語
で
あ
る
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ

の
語
の
前
の
一
文
が
掏
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
彼
の
予
測
の
心
理
を
表

現
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
次
の
文
で
「
財
布
が
な
い
」
こ
と
を
確
認
す
る
わ

け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
果
し
て
」
の
用
法
は
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た

「
そ
う
だ
」「
や
は
り
」
と
同
一
の
文
章
表
現
の
前
後
関
係
を
有
し
て
い
る
。
と

す
れ
ば
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
語
り
手
に
よ
る
語
り
方
の
手
法
と
し
て
の
、

彼
の
心
内
語
を
表
現
す
る
方
法
と
し
て
「
果
し
て
」
は
使
わ
れ
て
い
る
、
と
言

え
、
語
り
手
の
外
か
ら
の
客
観
的
記
述
と
い
う
見
方
は
退
け
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
。「
果
し
て
財
布
が
な
い
」
と
い

う
の
は
、
彼
が
想
定
し
た
と
お
り
財
布
が
掏
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
ア
ン
ナ
が
か
つ
て
自
分
の
財
布
を
掏
っ
た
こ
と
と
合
致
す
る
の
で
、
こ
の

少
年
は
ア
ン
ナ
で
あ
る
と
、
彼
が
認
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の
少
年
は
本
当
に
ア
ン
ナ
な
の
か
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
登
場
人
物
の
外
部
か

ら
自
由
に
語
る
こ
と
の
で
き
る
語
り
手
を
も
つ
三
人
称
小
説
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
語
り
手
が
こ
の
少
年
が
ア
ン
ナ
で
あ
る
と
直
接
語
る
と
こ
ろ
は

な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
内
で
彼
が
、「
蠟
人
形
じ
み
た
白
さ
の
美

し
い
」
容
貌
、「
噛
み
た
く
な
る
」
性
的
欲
望
を
起
こ
さ
せ
る
「
綺
麗
」
な

「
素
足
」
と
い
う
女
性
的
表
象
と
、
掏
摸
の
事
実
と
か
ら
つ
く
り
上
げ
た
ア
ン

ナ
で
あ
り
、
ア
ン
ナ
か
ど
う
か
そ
の
正
体
は
、
読
者
か
ら
見
る
と
不
明
な
の
で

あ
る
。
彼
は
ア
ン
ナ
と
確
信
し
た
。
た
だ
し
、
彼
が
言
う
ア
ン
ナ
の
正
体
は
不

明
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
の
正
体
が
分
か
ら
な
い
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
に
内
包
さ
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れ
て
い
る
空
白
と
考
え
ら
れ
る
。
周
知
の
よ
う
に
小
説
テ
ク
ス
ト
は
、
何
を
ど

う
書
い
て
も
よ
い
。
読
者
が
知
り
た
い
と
思
う
こ
と
を
書
か
な
い
自
由
が
語
り

手
に
は
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
空
白
の
た
め
に
テ
ク
ス
ト
の
構
造
が
緩
ん
だ
り
壊

れ
た
り
し
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
優
れ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
と
い
う
テ
ク
ス

ト
は
、
こ
の
少
年
が
ア
ン
ナ
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
空

白
を
所
有
し
つ
つ
、
充
分
に
テ
ク
ス
ト
と
し
て
自
律
し
完
成
し
て
い
る
、
と
言

え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
銀
座
で
彼
の
前
に
現
れ
た
美
し
い
少
年
は
、
テ
ク
ス
ト
論
、

語
り
手
論
、
読
書
行
為
論
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
ア
ン
ナ
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ

り
、
彼
に
お
い
て
の
み
、
か
つ
て
ア
ン
ナ
に
掏
ら
れ
た
経
験
を
最
終
の
根
拠
に

し
て
、
ア
ン
ナ
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
テ
ク
ス
ト
内
の
彼
に
は
、
こ
の
少
年
が
ア
ン
ナ
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
読
者

に
は
、
こ
の
少
年
が
ア
ン
ナ
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
の
空
白
を

形
づ
く
っ
て
い
る
も
の
と
受
け
と
る
、
こ
の
落
差
に
「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
と
い

う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
上
の
優
秀
性
と
魅
力
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
先
述
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
多
く
は
、
こ
の
少
年
を
ア
ン
ナ
で
あ
る
と
読

ん
で
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
作
者
川
端
康
成
も
こ
の
少
年
を
ア
ン
ナ
で
あ
る

と
し
て
い
る
。
川
端
は
、『
川
端
康
成
全
集
　
第
十
一
巻
』（
新
潮
社
　
昭
和
二

十
五
年
八
月
）
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
後
に
日
本
の
不
良
少
年
に
変
装
し
て
ゐ
る
ア
ン
ナ
に
銀
座
で
財
布
を
す

ら
れ
る
終
り
は
、
ア
ン
ナ
に
た
い
す
る
親
愛
を
点
じ
て
ゐ
る
。

　
川
端
は
、
こ
の
少
年
を
ア
ン
ナ
だ
と
し
て
書
い
た
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
論

等
の
観
点
に
立
て
ば
、
少
年
が
ア
ン
ナ
か
ど
う
か
は
不
明
の
、
テ
ク
ス
ト
の
空

白
で
あ
る
。
そ
う
簡
単
に
は
、
テ
ク
ス
ト
は
作
者
の
自
由
に
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

　
村
松
定
史
は
、
昭
和
五
十
二
年
時
点
の
論
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
（
８
）。　

少
年
が
ア
ン
ナ
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
実
は
そ
れ
は
問
題
で
は
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
風
の
や
う
に
消
え
て
し
ま
つ
た
」
美
し
い
少

年
も
、「
彼
」
の
記
憶
の
中
の
ア
ン
ナ
も
、
実
在
者
か
非
実
在
者
か
不
分

明
な
と
こ
ろ
に
こ
の
作
品
の
俗
性
に
お
ぼ
れ
ぬ
普
遍
性
が
あ
る
。

　
少
年
が
ア
ン
ナ
で
あ
る
こ
と
の
不
明
性
に
触
れ
た
言
説
で
、
そ
れ
を
作
品
の

評
価
に
繋
げ
た
優
れ
た
見
方
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
読
み
巧
者
の
切
れ
が
あ
る
。

け
だ
し
、
炯
眼
と
言
え
よ
う
。

６
　
不
良
・
男
装
・
掏
摸
・
亡
命
ロ
シ
ア
人

　「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
と
い
う

時
間
、
浅
草
・
銀
座
と
い
う
空
間
、
不
良
・
男
装
・
亡
命
ロ
シ
ア
人
と
い
う
文

化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
支
え
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
物
語
内
容

と
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
絡
み
合
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
特
徴

的
な
表
象
で
あ
る
、
不
良
、
男
装
、
亡
命
ロ
シ
ア
人
に
、
掏
摸
も
加
え
て
検
討

を
行
っ
て
み
る
。

　
テ
ク
ス
ト
の
末
尾
に
「
不
良
少
年
ら
し
い
群
」
が
登
場
す
る
。
平
出
亜
佐
子

『
明
治
大
正
昭
和
　
不
良
少
女
伝
─
莫
連
女
と
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
』（
９
）
に
よ
れ
ば
、

不
良
は
日
清
戦
争
後
に
発
生
し
た
と
す
る
の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
り
、
大
正
時
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代
に
は
「
不
良
文
化
が
花
開
く
」
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
不
良
が
増
加
し
た
と
い

う
。
不
良
の
主
な
犯
罪
は
、
脅
喝
、
窃
盗
、
掏
摸
、
詐
欺
、
女
性
か
ら
金
品
を

捲
き
上
げ
酌
婦
に
売
り
飛
ば
す
こ
と
、
な
ど
で
あ
っ
た
。

　
大
正
十
二
年
四
月
七
日
の
「
東
京
朝
日
新
聞
」
朝
刊
の
記
事
「
七
日
を
期
し

て
不
良
分
子
大
検
挙
　
全
市
警
察
連
絡
の
下
に
　
殊
に
恐
ろ
し
い
不
良
少
女
」

に
よ
る
と
、
見
出
し
に
あ
る
よ
う
に
不
良
の
一
斉
検
挙
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
東
京
市
内
に
、
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
挙
が
っ
て
い
る
者
が
二
千
五
百

名
、
そ
の
う
ち
不
良
少
女
が
二
百
五
十
名
、
そ
の
他
に
不
良
分
子
の
男
一
万
人
、

女
五
百
人
程
が
い
る
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
美
術
史
家
の
安
藤
更
生
は
、
昭
和
六
年
刊
行
の
『
銀
座
細
見
』）（1
（

で
、
不
良
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
銀
座
だ
つ
て
勿
論
不
良
少
年
は
居
る
。
然
し
余
り
目
立
た
な
い
。
何
度

も
云
ふ
が
銀
座
は
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ヤ
の
街
だ
。
だ
か
ら
こ
ゝ
に
は
彼
等

の
手
を
延
す
余
地
が
少
い
。
不
良
少
年
は
カ
フ
エ
は
余
り
歩
る
か
な
い
。

む
し
ろ
モ
ナ
ミ
と
か
不
二
屋
と
か
の
喫
茶
店
に
頑
張
つ
て
居
る
。

　
銀
座
は
不
良
が
充
分
に
は
活
躍
で
き
な
い
場
所
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま

た
、
若
年
で
あ
る
彼
ら
は
大
人
が
女
給
と
遊
ぶ
カ
フ
ェ
で
は
な
く
、
長
時
間

屯た
む
ろ

す
る
こ
と
の
で
き
る
喫
茶
店
を
根
城
に
し
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
彼

の
前
に
現
れ
た
不
良
少
年
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
銀
座
な
ら
で
は
の
特
徴
を

持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
彼
が
ア
ン
ナ
だ
と
思
っ
た
少
年
は
、
男
装
を
し
た
女
性
、
し
か

も
掏
摸
で
あ
る
。
不
良
少
女
が
男
装
を
す
る
こ
と
は
、
当
時
、
よ
く
あ
る
こ
と

で
あ
っ
た
。

　
大
正
十
二
年
三
月
一
日
の
「
東
京
朝
日
新
聞
」
朝
刊
に
は
、「
男
姿
の
女
掏

摸
　
娼
婦
に
売
ら
る
ゝ
厭
さ
に
黒
髪
を
断
つ
て
　
都
に
憧
れ
た
流
転
の
少
女
」

と
い
う
長
い
見
出
し
で
、
男
装
の
女
掏
摸
が
捕
ら
え
ら
れ
た
記
事
が
出
て
い
る
）
（（
（

。

　
此
程
象き
さ
か
た潟
警
察
署
の
宇
津
木
刑
事
に
捕
ま
つ
た
一
人
の
女
掏
摸
が
あ
つ

た
鳥
打
帽
に
吊
鐘
マ
ン
ト
を
着
た
男
装
の
美
少
女
で
あ
つ
た
帽
を
脱
ぐ
と

綺
麗
な
五
分
刈
頭
が
現
れ
マ
ン
ト
の
下
に
は
久
留
米
絣
の
揃
ひ
を
着
て
居

つ
た
捕
へ
た
宇
津
木
刑
事
も
『
始
め
は
全
く
男
子
の
言
葉
で
し
た
が
懐
中

が
膨
ら
ん
で
ゐ
る
の
で
未
だ
何
か
か
く
し
て
ゐ
る
ん
だ
ら
う
と
思
つ
て
上

か
ら
押
へ
る
と
驚
き
ま
し
た
よ
、
柔
か
い
乳
房
が
盛
上
つ
て
ゐ
る
の
で
せ

う
』
と
い
ひ
『
女
だ
な
と
訊
く
と
始
め
て
「
然そ

う
よ
ツ
」
て
な
声
音
を
出

す
の
で
す
』

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
男
装
の
仕
方
で
あ
る
。「
鳥
打
帽
」「
吊
鐘
マ
ン

ト
」「
久
留
米
絣
の
揃
い
」
と
い
う
い
で
た
ち
（
扮
装
）
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト

の
「
少
年
」
は
、「
古
い
黒
の
釣
鐘
帽
」「
裾
の
切
れ
た
学
生
マ
ン
ト
」「
あ
ら

い
久
留
米
が
す
り
」
で
あ
っ
た
。
学
生
や
若
者
が
着
用
す
る
久
留
米
絣
に
、
帽

子
と
マ
ン
ト
で
全
身
を
覆
う
装
い
で
あ
り
、
こ
れ
が
男
装
の
定
番
で
あ
っ
た
よ

う
で
、
テ
ク
ス
ト
の
少
年
の
男
装
は
、
当
時
の
不
良
少
女
の
男
装
と
同
一
で
あ

り
、
し
か
も
掏
摸
を
働
く
と
こ
ろ
も
同
一
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス

ト
の
不
良
「
少
年
」
の
男
装
と
掏
摸
は
、
当
時
の
不
良
少
女
の
実
態
を
如
実
に

反
映
し
た
も
の
と
言
え
る
。

　
さ
て
、
ア
ン
ナ
は
、
革
命
に
よ
り
祖
国
を
脱
出
し
た
亡
命
ロ
シ
ア
人
で
あ
っ

た
。
一
九
一
七
年
（
大
正
六
）
の
ロ
シ
ア
革
命
で
亡
命
し
た
人
は
約
二
百
万
人

と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
日
本
へ
亡
命
し
た
人
は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
。
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ポ
ダ
ル
コ
・
ピ
ョ
ー
ト
ル
『
白
系
ロ
シ
ア
人
と
ニ
ッ
ポ
ン
』）（1
（

に
よ
れ
ば
、
一
九

二
四
年
（
大
正
十
三
）
末
の
在
日
ロ
シ
ア
国
籍
者
は
八
十
四
名
で
あ
る
。
主
な

居
留
地
は
、
東
京
、
横
浜
を
中
心
と
す
る
関
東
地
方
、
神
戸
、
北
海
道
で
あ
っ

た
。
亡
命
者
が
少
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
が
政
治
的
に
も
法
律
的
に
も
亡
命
を

認
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
ロ
シ
ア
人
が
日
本
に
対
す
る
知
識
を
も
っ
て
い
な
か
っ

た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
川
端
康
成
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
大
火
見
物
」（『
文
藝
春
秋
』
大
正
十
二
年
十
一

月
）
の
中
で
、
日
本
館
に
て
亡
命
ロ
シ
ア
人
の
一
団
が
出
演
し
て
い
た
こ
と
を

記
し
て
い
る
。
数
名
、
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
の

モ
デ
ル
で
あ
る
、
ア
ン
ナ
・
ル
ボ
ウ
ス
キ
イ
三
姉
弟
の
名
も
出
て
く
る
。
ま
た
、

新
聞
記
者
松
崎
天
民
は
、
昭
和
二
年
刊
行
の
『
銀
座
』）（1
（

の
中
で
、
亡
命
ロ
シ
ア

人
女
性
の
女
給
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。

　
ロ
シ
ヤ
に
彼
の
騒
ぎ
が
あ
つ
た
頃
か
ら
、
い
ろ
ん
な
女
が
日
本
に
流
れ

て
来
て
、
カ
フ
エ
ー
に
現
れ
た
り
、
芸
妓
に
な
つ
た
り
し
て
居
た
。
此
の

東
京
で
も
ロ
シ
ヤ
女
を
、
其
処
此
処
の
カ
フ
エ
ー
に
見
た
り
、
赤
坂
や
神

楽
坂
の
待
合
に
見
て
は
、
惻
隠
の
情
を
起
し
た
も
の
だ
つ
た
。
カ
フ
エ
ー

ロ
シ
ヤ
の
ニ
ー
ナ
も
震
災
後
に
（
神
戸
か
ら
―
小
林
補
）
東
京
へ
来
て
、

今
日
ま
で
ロ
シ
ヤ
の
『
異
国
の
花
』
と
し
て
、
一
顰
一
笑
し
て
居
る
一
人

で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

　
カ
フ
エ
ー
に
見
る
ロ
シ
ヤ
女
と
云
へ
ば
、
多
く
は
安
価
な
私
娼
婦
で
あ

つ
て
、
五
円
十
円
の
金
に
依
つ
て
、
何
う
に
で
も
な
る
や
う
な
女
が
日
本

橋
に
も
居
た
し
、
銀
座
の
界
隈
に
も
巣
く
つ
て
居
た
。（
中
略
）

　『
本
国
の
帝
政
が
亡
び
な
か
つ
た
ら
、
私
は
上
流
の
令
嬢
と
し
て
、
幸

福
な
月
日
に
恵
ま
れ
て
居
る
の
で
す
』
と
、
ニ
ー
ナ
は
口
癖
の
や
う
に
、

在
り
し
日
の
夢
を
描
い
て
居
る
と
云
ふ
。

　
こ
れ
は
、
天
民
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
カ
フ
ェ
、
ロ
シ
ア
の
女
給

ニ
ー
ナ
の
こ
と
と
、
亡
命
ロ
シ
ア
女
性
の
生
活
、
な
り
わ
い
が
記
述
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
ニ
ー
ナ
と
ア
ン
ナ
と
を
対
照
さ
せ
て
み
る
と
、
ニ
ー
ナ
は
上
流
階
級

の
出
、
ア
ン
ナ
も
父
が
勲
章
を
も
ら
う
よ
う
な
人
で
上
流
で
あ
り
、
か
つ
て
は

同
様
の
身
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
亡
命
し
た
日
本
で
は
、
貧
し
い
暮
ら
し
を

し
て
い
て
こ
れ
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ロ
シ
ア
の
女
性
の
多
く
が
売
春
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
ン
ナ
に
通
じ
て
い

る
。
と
す
る
と
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ア
ン
ナ
の
描
か
れ
方
は
、
当
時
の
亡
命

ロ
シ
ア
人
の
女
性
の
あ
り
よ
う
を
充
分
に
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
と
、「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は

不
良
、
男
装
、
掏
摸
、
亡
命
ロ
シ
ア
人
と
い
う
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
表
象

に
つ
い
て
当
時
の
実
情
、
文
化
を
か
な
り
し
っ
か
り
と
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
、

と
言
え
る
。

　
振
り
返
っ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
総
合
的
に
眺
め
て
み
る
と
、
彼
、
妹
、
ア
ン

ナ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
と
心
理
が
く
っ
き
り
と
描
か
れ
、
と
り
わ
け
、
誠
実
で
可

憐
な
ア
ン
ナ
、
仕
方
が
な
い
悪
と
し
て
の
掏
摸
を
す
る
少
女
ア
ン
ナ
、
さ
ら
に

は
敢
然
と
掏
摸
を
行
う
大
人
び
た
ア
ン
ナ
、
と
い
う
三
様
の
ア
ン
ナ
を
描
き

切
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
八
、
九
枚
の
分
量

で
、
立
体
的
に
し
て
緊
密
に
書
い
て
い
る
。
こ
の
密
度
と
完
成
度
は
、
優
れ
た

作
品
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
。
吉
村
貞
司
は
、
新
潮
文
庫
『
掌
の
小

説
』）（1
（

の
「
解
説
」
に
お
い
て
、
浅
草
を
舞
台
と
す
る
四
編
の
掌
編
小
説
の
中
で
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「『
日
本
人
ア
ン
ナ
』
が
も
っ
と
も
す
ぐ
れ
て
い
る
」
と
言
っ
た
。
私
見
で
は
、

川
端
康
成
の
小
説
の
中
で
も
極
め
て
高
度
な
出
来
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　
最
後
に
、「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
の
研
究
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
現
在
、「
日

本
人
ア
ン
ナ
」
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
論
文
は
、
五
編
確
認
で
き
る
。
羽
鳥

徹
哉
は
、「
川
端
康
成
の
「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
を
読
む
」）（1
（

に
お
い
て
、
丁
寧
な

〈
よ
み
〉
を
示
し
、
表
現
の
独
自
性
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
ら
は
概
ね
首
肯
し
得

る
。
村
松
定
史
の
「「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
論
」）（1
（

は
、
羽
鳥
に
「
詳
細
な
分
析
は

ゆ
ず
る
」
と
し
て
十
四
種
に
亘
る
テ
ク
ス
ト
の
校
異
、
こ
の
小
説
に
つ
い
て
の

作
者
の
言
及
の
網
羅
、
作
品
構
成
の
検
討
を
行
っ
た
。「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
研

究
の
二
次
資
料
と
も
な
る
緊
密
な
論
で
あ
る
。
馬
場
重
行
は
、「「
日
本
人
ア
ン

ナ
」
論
─
〈
悪
〉
に
生
き
る
美
し
さ

─
」）（1
（

に
お
い
て
、
語
り
手
論
を
導
入
し
、

「〈
語
り
の
仕
掛
け
〉」
に
注
目
し
つ
つ
多
様
な
「〈
ア
ン
ナ
〉
像
」
の
追
究
を
行

い
、〈
よ
み
〉
を
進
展
さ
せ
た
。
森
晴
雄
は
、「「
日
本
人
ア
ン
ナ
」

─
朱
色

の
皮
の
化
粧
箱
」）（1
（

に
お
い
て
、
今
和
次
郎
編
『
新
版
大
東
京
案
内
』）（1
（

を
援
用
し

て
木
賃
宿
の
仕
組
と
ア
ン
ナ
の
生
活
と
の
関
係
を
提
示
し
、
文
化
の
方
面
に
論

を
開
い
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
舘
健
一
は
「
川
端
康
成
「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
論
」）11
（

で
テ
ク
ス
ト
内
時
間
の
特
定
を
行
っ
た
。
他
に
も
重
要
な
指
摘
を
含
む
論
文
、

解
説
も
あ
る
が
、
ま
ず
は
こ
の
五
つ
の
論
が
あ
れ
ば
、「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
は

か
な
り
よ
く
理
解
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
に
対
し
て
屋
上

屋
を
架
す
に
す
ぎ
な
い
が
、
テ
ク
ス
ト
論
、
語
り
手
論
、
読
書
行
為
論
の
観
点

か
ら
考
察
を
試
み
た
。

注
１
　
舘
健
一
「
川
端
康
成
「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
論
」（『
二
松
』　
平
成
十
七
年
三
月
）

２
　
週
刊
朝
日
編
『
値
段
史
年
表
　
明
治
・
大
正
・
昭
和
』（
朝
日
新
聞
社
　
昭
和
六
十

三
年
六
月
）

３
　
彼
が
ア
ン
ナ
を
買
お
う
と
し
た
と
す
る
論
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。
馬
場
重
行

「「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
論

─
〈
悪
〉
に
生
き
る
美
し
さ

─
」（
川
端
康
成
研
究
会
編

『
論
集
川
端
康
成

─
掌
の
小
説
』　
お
う
ふ
う
　
平
成
十
三
年
三
月
）
で
は
、「「
三

晩
目
」。「
ア
ン
ナ
」
を
買
う
決
心
で
「
木
賃
宿
」
を
三
度
続
け
て
訪
れ
た
「
彼
」」
と

記
述
さ
れ
、
注
１
の
舘
健
一
の
論
文
で
も
、「
別
の
女
中
が
出
た
事
に
よ
り
買
い
損
な

う
と
さ
れ
る
」
と
記
述
し
て
お
り
、
と
も
に
、
彼
は
「
二
十
円
」
を
持
っ
て
ア
ン
ナ

を
買
お
う
と
し
た
、
と
解
釈
し
て
い
る
。
森
晴
雄
「「
日
本
人
ア
ン
ナ
」

─
朱
色
の

皮
の
化
粧
箱
」（『『
掌
の
小
説
』
論
　「
雨
蛙
」
そ
の
他
』　
龍
書
房
　
平
成
十
五
年
五

月
）
は
、「
ア
ン
ナ
が
他
の
男
に
身
を
売
ら
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
と
の
気
持
か
ら
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
。
買
春
の
た
め
で
な
い
と
す
る
こ
と
に
は
同
意
す
る
が
、
こ
の

よ
う
な
「
気
持
」
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
。

４
　
彼
が
木
賃
宿
に
行
っ
た
二
晩
目
に
は
宿
泊
し
、「
固
い
寝
床
で
が
た
が
た
震
へ
て
ゐ

た
」
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
心
理
を
、
羽
鳥
徹
哉
「
川
端
康
成
の
「
日
本
人
ア
ン
ナ
」

を
読
む
」（『
解
釈
』　
昭
和
五
十
年
十
月
）
で
は
、「
ア
ン
ナ
の
こ
と
を
想
像
し
て
で

あ
る
」
と
し
、
注
１
の
舘
健
一
の
論
文
で
は
、「
ア
ン
ナ
へ
の
欲
求
と
現
実
と
の
狭
間

で
葛
藤
が
生
じ
、「
が
た
が
た
震
へ
」、「
泣
き
は
れ
」
る
の
だ
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

注
３
の
森
晴
雄
の
論
文
で
は
、「
他
の
男
に
買
わ
れ
て
い
る
の
を
想
像
し
て
眠
る
こ
と

な
ど
出
来
な
か
っ
た
」
と
し
て
い
る
。

５
　
彼
が
三
晩
目
に
泊
っ
た
と
き
、「
泣
き
は
れ
た
目
を
覚
ま
す
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、

羽
鳥
徹
哉
の
同
じ
論
文
で
は
、「
つ
ま
し
い
少
女
の
心
で
、
懸
命
に
家
族
の
生
活
を
支

え
て
い
る
」「
ア
ン
ナ
の
姿
に
、
す
っ
か
り
参
っ
て
し
ま
っ
た
」
こ
と
と
、「
お
金
を

彼
女
の
枕
元
へ
置
い
て
来
る
」「
自
分
自
身
の
行
為
に
対
す
る
ナ
ル
シ
シ
ッ
ク
な
感
激

ま
で
加
わ
っ
」
た
か
ら
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
注
３
の
馬
場
重
行
の
論
文
で
は
、「
財

布
を
「
ア
ン
ナ
」
に
贈
る
こ
と
で
自
身
の
内
面
に
あ
っ
た
欲
望
の
贖
罪
を
な
し
、
涙

な
が
ら
に
「
ア
ン
ナ
」
へ
の
同
情
を
覚
え
る
」、
と
し
て
い
る
。

６
　『
値
段
史
年
表
　
明
治
・
大
正
・
昭
和
』
は
注
２
と
同
じ

７
　
こ
の
「
少
年
」
が
ア
ン
ナ
で
あ
る
と
読
む
論
に
は
、
次
の
も
の
が
あ
る
。
注
４
の

羽
鳥
徹
哉
の
論
文
で
は
、「
ア
ン
ナ
が
女
性
と
し
て
の
制
約
を
越
え
て
生
き
よ
う
と
し
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て
い
る
」
と
し
、
注
３
の
馬
場
重
行
の
論
で
は
、「
既
に
父
や
弟
た
ち
と
離
れ
、「
不

良
少
年
」
と
し
て
〈
悪
〉
を
生
き
る
〈
日
本
人
ア
ン
ナ
〉」
と
記
述
し
て
い
る
。
注
３

の
森
晴
雄
の
論
文
で
は
、「
少
女
ア
ン
ナ
は
、
ロ
シ
ア
人
で
は
な
く
日
本
人
と
し
て
、

少
女
で
は
な
く
少
年
と
し
て
力
強
く
生
き
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
注
１
の

舘
健
一
の
論
文
も
「
こ
の
「
日
本
人
だ
よ
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
、
亡
国
の
念
と
日

本
人
と
し
て
生
き
て
い
る
現
在
の
姿
と
を
読
み
取
る
べ
き
だ
ろ
う
」
と
、
記
述
し
て

い
る
。

８
　
村
松
定
史
「「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
論
」（『
解
釈
』　
昭
和
五
十
二
年
一
月
）

９
　
平
出
亜
佐
子
『
明
治
大
正
昭
和
　
不
良
少
女
伝

─
莫
連
女
と
少
女
ギ
ャ
ン
グ
団
』

（
河
出
書
房
新
社
　
平
成
二
十
一
年
十
一
月
）

10
　
安
藤
更
生
『
銀
座
細
見
』（
春
陽
堂
　
昭
和
六
年
二
月
）

11
　
こ
の
東
京
朝
日
新
聞
の
記
事
は
、
注
７
の
平
出
亜
佐
子
の
著
書
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

12
　
ポ
ダ
ル
コ
・
ピ
ョ
ー
ト
ル
『
白
系
ロ
シ
ア
人
と
ニ
ッ
ポ
ン
』（
成
文
社
　
平
成
二
十

二
年
七
月
）

13
　
松
﨑
天
民
『
銀
座
』（
銀
ぶ
ら
ガ
イ
ド
社
　
昭
和
二
年
五
月
）

14
　
川
端
康
成
『
掌
の
小
説
』（
新
潮
社
　
昭
和
四
十
六
年
三
月
）
の
吉
村
貞
司
の
「
解

説
」

15
　
羽
鳥
徹
哉
注
４
の
論
文

16
　
村
松
定
史
注
８
の
論
文

17
　
馬
場
重
行
注
３
の
論
文

18
　
今
和
次
郎
編
『
新
版
大
東
京
案
内
』（
中
央
公
論
社
　
昭
和
四
年
十
二
月
）

19
　
森
晴
雄
注
３
論
文

20
　
舘
健
一
注
１
論
文

付
記
　「
日
本
人
ア
ン
ナ
」
の
本
文
は
、『
川
端
康
成
全
集
　
第
一
巻
』（
新
潮
社
　
昭
和
五

十
六
年
十
月
）
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

（
こ
ば
や
し
・
さ
ち
お
　
上
智
大
学
名
誉
教
授
）




