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は
じ
め
に

　

一
般
に
、
安
穏
無
事
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
迎
え
る
恋
愛
小
説

は
、
作
ら
れ
た
と
し
て
も
価
値
の
高
い
作
品
と
は
な
ら
な
い
。
巧
み
な
恋

愛
小
説
に
は
障
碍
が
つ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
こ
こ
で
取
り

上
げ
る
友
情
な
る
も
の
も
、
恋
愛
と
同
様
に
、
ひ
と
た
び
小
説
の
設
定
と

し
て
導
入
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
小
説
構
造
を
有
効
化
す
る
た
め
の
契

機
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
大
岡
昇
平
が
夏
目
漱
石
論
に
お
い
て
、「
小
説
と

は
要
す
る
に
『
仕
掛
け
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ

ん
」
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
１
。

　

そ
の
よ
う
な
構
造
論
か
ら
見
れ
ば
、
有
島
武
郎
の
『
宣
言
』（
一
九
一

七
・
一
二
、
新
潮
社
）
や
、
武
者
小
路
実
篤
の
『
友
情
』（
一
九
二
〇
・

四
、
以
文
社
）
は
、
こ
の
上
も
な
く
定
型
的
な
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

小
説
に
は
、
人
物
関
係
や
ア
ク
シ
ョ
ン
（
行
為
＝
筋
）
の
点
に
お
い
て
、

意
外
性
と
い
う
も
の
が
な
い
。
親
友
同
士
の
男
が
、
同
一
の
女
を
巡
っ
て

三
角
関
係
に
陥
り
、
一
方
が
他
方
を
裏
切
る
（
ま
た
は
、
出
し
抜
く
）
と

い
う
成
り
行
き
は
、
途
中
ま
で
読
め
ば
容
易
に
予
見
で
き
る
。
有
島
も
武

者
小
路
も
、「
愛
」
や
「
自
己
」
を
尊
崇
し
た
『
白
樺
』
派
の
作
家
と
し

て
は
、
恋
愛
と
友
情
と
い
う
、
い
ず
れ
も
生
命
力
の
根
源
に
根
差
す
感
情

を
拮
抗
さ
せ
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
希
求
を
充
足
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ

う
。
だ
が
、
そ
れ
ら
は
両
者
相
俟
っ
て
物
語
の
構
造
化
に
寄
与
し
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
友
情
は
、
小
説
に
お
い
て
は
、
必
ず
や

蝕
ま
れ
る
べ
き
友
情

�

─
小
説
構
造
か
ら
見
た
『
白
樺
』
派
の
小
説

─

中
村　

三
春
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蝕
ま
れ
る
た
め
に
導
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
文
字
通
り
の
題
名
を
持
つ
『
蝕
ま
れ
た

友
情
』（
一
九
四
七
・
七
、
全
国
書
房
）
に
至
る
志
賀
直
哉
の
〈
友
情
小

説
〉
は
、
む
し
ろ
不
思
議
な
作
品
群
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
お
い
て
、

友
情
に
お
い
て
何
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
蝕
ま
れ
た
の
か

は
、
あ
ま
り
明
確
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
結
末

近
く
の
、「
か
う
い
ふ
直
接
な
書
き
方
で
な
く
、
最
初
か
ら
小
説
的
構
成

を
し
て
、
の
び

と〱
書
け
ば
よ
か
つ
た
」
と
い
う
悔
悟
は
、
拵
え
ら

れ
た
「
小
説
的
構
成
」
を
誇
る
『
宣
言
』
や
『
友
情
』
系
統
の
小
説
構
造

を
、
逆
に
照
射
す
る
叙
述
と
し
て
も
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
小
説
構

造
論
に
お
い
て
友
情
を
導
入
す
る
際
に
お
け
る
、
様
々
な
る
意
匠
の
存
在

を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
見
取
り
図
の
下
に
、『
白
樺
』
派
の
幾
つ
か
の
テ
ク

ス
ト
を
材
料
と
し
て
、
小
説
構
造
に
お
け
る
蝕
ま
れ
る
べ
き
友
情
の
位
相

を
探
る
。

１
　「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
と
志
賀
直
哉

　

文
芸
史
の
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
芥
川
龍
之
介
は
「
文
芸
的
な
、

余
り
に
文
芸
的
な
」（『
改
造
』
一
九
二
七
・
四
）
に
お
い
て
、「『
話
』
ら

し
い
話
の
な
い
小
説
」
を
め
ぐ
っ
て
谷
崎
潤
一
郎
と
の
間
で
論
争
を
行
っ

た
。
こ
の
エ
ッ
セ
ー
に
お
い
て
芥
川
は
、「
あ
ら
ゆ
る
小
説
中
、
最
も
詩

に
近
い
小
説
」
と
か
「
通
俗
的
興
味
の
な
い
と
云
ふ
点
か
ら
見
れ
ば
、
最

も
純
粋
な
小
説
」
と
し
て
、「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
を
定
義
し

た
。
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
「
新
潮
合
評
会
」（『
新
潮
』
一
九
二
七
・

二
）
で
、
芥
川
は
谷
崎
の
倒
錯
殺
人
小
説
「
日
本
に
於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン

事
件
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
七
・
一
）
に
触
れ
て
、「
話
の
筋
と
云
ふ

も
の
が
芸
術
的
な
も
の
か
ど
う
か
と
云
ふ
疑
問
」
を
述
べ
、「
僕
の
筋
の

面
白
さ
と
云
ふ
の
は
、
例
へ
ば
大
き
な
蛇
が
ゐ
る
と
か
、
大
き
な
麒
麟
が

ゐ
る
と
か
、
謂
は
ゞ
其
の
面
白
さ
」
と
説
明
し
て
い
る
２
。「
文
芸
的
な
、

余
り
に
文
芸
的
な
」
の
方
で
は
、
そ
れ
に
異
を
唱
え
た
谷
崎
の
「
饒
舌

録
」（『
改
造
』
一
九
二
七
・
二
）
に
答
え
る
形
で
、「
僕
は
谷
崎
氏
の
用

ゐ
る
材
料
に
は
少
し
も
異
存
を
持
つ
て
は
ゐ
な
い
」
と
し
て
、「
日
本
に

於
け
る
ク
リ
ツ
プ
ン
事
件
」
な
ど
も
「
材
料
の
上
で
は
決
し
て
不
足
を
感

じ
な
い
」
と
言
い
、
た
だ
し
、「
そ
の
材
料
を
生
か
す
為
の
詩
的
精
神
」

が
必
要
だ
と
す
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
小
説
の
例
と
し
て
、
ル
ナ
ー
ル

「
フ
ィ
リ
ッ
プ
一
家
の
家
風
」
の
外
に
、
志
賀
直
哉
の
「『
焚
火
』
以
下
の

諸
短
篇
」
を
挙
げ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
一
般
に
「
小
説
の
筋
」
論
争
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
３
、「
小
説

の
筋
」
全
般
を
問
題
に
し
た
の
で
も
、
さ
ら
に
そ
の
有
無
を
問
題
に
し
た

の
で
も
な
い
。
志
賀
の
「
焚
火
」（『
改
造
』
一
九
二
〇
・
四
）
は
、
峠
越

え
を
し
て
遭
難
し
そ
う
に
な
っ
た
人
を
、
そ
の
母
が
霊
感
に
よ
っ
て
迎
え
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を
出
す
話
が
、
湖
へ
の
遠
足
の
話
に
作
中
作
と
し
て
は
め
込
ま
れ
た
テ
ク

ス
ト
で
あ
り
、
立
派
に
筋
（
プ
ロ
ッ
ト
）
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
額

縁
構
造
、
ま
た
は
入
れ
子
構
造
は
、
一
種
の
「
構
造
的
美
観
」
を
持
っ
て

い
る
。
芥
川
の
言
う
「『
話
』
ら
し
い
話
」
と
は
、
出
来
事
自
体
の
興
味

に
根
拠
を
置
い
た
話
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
大
き
な
蛇
」

「
麒
麟
」「
車
夫
と
運
転
手
の
喧
嘩
」
な
ど
の
「
事
件
そ
の
も
の
に
対
す
る

興
味
」
を
材
料
と
し
て
用
い
て
も
構
わ
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
事
件
性
が
小

説
の
中
心
と
な
る
の
で
は
、
芸
術
的
な
小
説
と
は
言
え
な
い
。
重
要
な
の

は
、「
詩
的
精
神
」
の
存
在
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
詩
的
精
神
」
が

あ
れ
ば
、「『
話
』
ら
し
い
話
」
は
あ
っ
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
は
、
一
種
の
作
業
仮
説
で
あ
り
、
目
標

と
す
べ
き
理
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
、
あ
る
い
は
イ
デ
ア
に
過
ぎ
な
い
。
ま
し

て
や
、「
詩
的
精
神
」
と
、
谷
崎
の
主
張
し
た
「
構
造
的
美
観
」
と
は
、

決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
す
る
芸
術
で
あ

る
文
芸
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
精
神
も
、
言
葉
の
構
造
に
よ
っ
て
実

現
さ
れ
る
ほ
か
に
な
い
か
ら
で
あ
る
４
。

　

ま
た
実
際
の
と
こ
ろ
、
何
が
「『
話
』
ら
し
い
話
」
な
の
か
の
範
囲
は

相
対
的
で
あ
る
。
そ
の
曖
昧
さ
、
も
し
く
は
仮
説
性
は
、「
通
俗
的
興
味
」

と
「
詩
的
精
神
」
の
境
界
が
曖
昧
で
仮
説
的
で
あ
る
こ
と
に
通
じ
る
。
ひ

い
て
は
、
そ
れ
は
昭
和
初
年
代
以
降
、
そ
の
差
別
化
が
明
確
と
さ
れ
た

「
大
衆
文
学
」
と
「
純
文
学
」
の
境
界
の
曖
昧
さ
に
も
通
じ
、
現
代
に
行

わ
れ
た
、
そ
れ
こ
そ
こ
の
作
家
の
名
を
冠
し
た
芥
川
賞
変
質
の
論
議
や
、

今
日
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
評
価
の
問
題
に
ま
で
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
も
、「
焚
火
」
が
い
っ
て
み
れ
ば
超
能
力
を
描
い
た
の
と
同
じ
く
、「
濁

つ
た
頭
」「
小
僧
の
神
様
」「
清
兵
衛
と
瓢
箪
」「
范
の
犯
罪
」「
剃
刀
」
な

ど
、
志
賀
に
は
出
来
事
自
体
と
し
て
も
興
味
深
い
材
料
を
持
つ
小
説
が
幾

つ
も
あ
る
。
自
分
は
祖
父
と
母
の
子
だ
と
知
り
、
妻
が
姦
通
し
た
こ
と
を

知
っ
て
山
に
登
っ
て
悟
達
の
境
地
に
至
る
『
暗
夜
行
路
』
に
し
て
も
、
到

底
、「『
話
』
ら
し
い
話
の
な
い
小
説
」
と
は
言
え
な
い
。

　

ち
な
み
に
、
芥
川
が
肯
定
的
に
評
価
し
よ
う
と
し
た
も
の
を
、
太
宰
治

は
「
如
是
我
聞
」（『
新
潮
』
一
九
四
八
・
三
～
七
）
に
お
い
て
、
否
定
的

に
評
価
し
た
。
太
宰
が
志
賀
を
「
骨
を
し
み
の
横
着
も
の
で
、
つ
ま
り
、

自
身
の
日
常
生
活
に
自
惚
れ
て
ゐ
る
や
つ
だ
け
が
、
例
の
日
記
み
た
い
な

も
の
を
書
く
の
で
あ
る
」５
と
批
判
し
た
の
は
、
志
賀
の
作
品
「
或
る
朝
」

「
網
走
ま
で
」「
母
の
死
と
新
し
い
母
」
な
ど
の
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
太
宰
が
「
日
記
み
た
い
な
も
の
」
と
言
う
の
は
、「
日
常
生
活
」

を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
虚
構
を
案
出
す
る
」
こ
と
の
な
い
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
。
だ
が
、「
日
記
み
た
い
な
も
の
」
の
範
囲
は
確
定
的
で
は

な
い
。
単
に
妻
の
姦
通
と
い
う
要
素
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
、
志
賀
の
『
暗

夜
行
路
』
と
太
宰
の
『
人
間
失
格
』
は
よ
く
似
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い

て
両
者
の
相
違
は
、
出
来
事
つ
ま
り
「
話
」
を
ど
う
語
る
か
、
ど
の
よ
う

に
意
味
づ
け
る
か
の
相
違
に
絞
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、『
人
間
失
格
』
に
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性
の
問
題
と
も
関
わ
る
か
も
知
れ
な
い
。
現
実
に
お
け
る
実
用
的
意
欲
を

没
却
す
る
美
的
静
観
は
、
可
能
性
と
し
て
最
も
純
粋
に
は
、
現
実
か
ら
の

あ
ら
ゆ
る
持
ち
込
み
の
否
定
に
繋
が
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
文
芸
が
定
量

的
な
評
価
に
馴
染
ま
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
持
ち
込
み
の
程
度
に
よ
っ

て
評
価
す
る
こ
と
が
馴
染
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
期

待
さ
れ
る
出
来
事
が
全
く
起
こ
ら
な
い
こ
と
自
体
を
中
心
と
す
る
ベ
ケ
ッ

ト
の
『
ゴ
ド
ー
を
待
ち
な
が
ら
』（
一
九
五
二
）
の
よ
う
な
戯
曲
も
、
現

実
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
参
考
に
し
、
次
々
と
事
件
が
展
開
す
る
ト
ル
ス

ト
イ
の
『
戦
争
と
平
和
』（
一
八
六
三
～
六
九
）
の
よ
う
な
小
説
も
、
ど

ち
ら
も
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ
る
６
。
こ
れ
ら
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
、
文

芸
様
式
の
地
平
に
お
け
る
境
界
の
な
い
連
続
性
で
あ
る
。
個
々
の
作
家
・

作
品
を
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
評
価
す
る
手
法
で
は
な
く
、
文

芸
と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
け
る
多
様
な
変
異
に
お
い
て
と
ら
え
る
見
方

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
諸
坂
成
利
は
中
島
敦
、
ボ
ル
ヘ
ス
、
ナ
ボ
コ
フ
や
、

プ
ラ
ト
ン
、
小
林
秀
雄
、
本
居
宣
長
ら
多
彩
な
テ
ク
ス
ト
を
同
一
平
面
に

お
い
て
評
価
す
る
こ
と
を
試
み
た
７
。
こ
の
平
面
で
は
、
個
々
の
特
徴
的

な
様
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
異
的
な
要
素
を
帯
び
つ
つ
、
あ
る
面
で
は
程

度
の
差
と
し
て
す
べ
て
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
日
記
み
た
い
な
も
の
」
と
「
日
記
」
そ
の
も
の
と
は
や

は
り
違
う
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
志
賀
の
テ
ク
ス
ト
は
「
日
記
」
で

は
な
い
。
し
か
し
、
志
賀
、
武
者
小
路
、
里
見
ら
の
小
説
に
、
現
実
の
出

し
て
も
、「
道
化
の
華
」
と
同
じ
く
津
島
修
治
自
身
を
題
材
に
し
て
い
て
、

そ
の
点
に
お
い
て
は
、
太
宰
の
小
説
も
、
い
わ
ば
「
日
記
み
た
い
な
も

の
」
と
言
え
な
く
は
な
い
。
姦
通
の
挿
話
に
関
す
る
違
い
は
、
そ
こ
に
ど

の
よ
う
な
ポ
エ
ジ
ー
（「
詩
的
精
神
」）
を
盛
っ
た
か
に
絞
ら
れ
る
。

　

い
つ
の
時
代
で
も
、
虚
構
と
現
実
、
芸
術
と
世
界
と
の
間
の
連
続
と
不

連
続
に
関
わ
る
用
語
や
理
解
は
、
作
家
で
あ
れ
読
者
で
あ
れ
、
相
互
に
少

し
か
あ
る
い
は
全
く
ず
れ
て
お
り
、
今
で
も
一
般
に
ず
れ
て
い
る
。
芥
川

に
よ
る
「
詩
的
精
神
」
の
説
は
、
現
実
か
ら
の
持
ち
込
み
、
つ
ま
り
出
来

事
性
を
評
価
し
な
い
点
に
お
い
て
芸
術
至
上
主
義
的
で
あ
る
。
だ
が
、
一

切
の
持
ち
込
み
の
な
い
「
最
も
純
粋
な
小
説
」
は
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、

純
粋
に
観
念
的
か
、
ま
た
は
純
粋
に
感
覚
的
か
な
ど
の
状
態
と
な
る
だ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
あ
ま
り
一
般
的
で
は
な
い
が
、
仮
想
的
に
は
考

え
ら
れ
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
志
賀
の
小
説
は
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。

相
対
的
に
外
観
の
出
来
が
悪
い
小
説
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
多
少
な
り
と
も
、

常
に
何
ら
か
の
「
構
造
的
美
観
」
を
小
説
は
帯
び
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

「
構
造
的
美
観
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
芥
川
は
肯
定
も
否
定
も
し
て
い

な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
イ
デ
ア
の
世
界
の
話
で
は
な
く
、
実
際
に

は
、
持
ち
込
み
も
「
詩
的
精
神
」
も
「
構
造
的
美
観
」
も
、
い
ず
れ
も
量

的
に
計
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
は
様
式
と
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、

程
度
の
差
に
過
ぎ
な
い
。

　

こ
れ
は
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』（
一
七
九
〇
）
に
言
う
美
的
静
観
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来
事
を
材
料
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
で

は
何
が
違
う
の
か
。
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
小
説
構
造
に
お
け
る

友
情
と
い
う
要
因
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
、
通
念
と
し
て
恋
愛
小
説
や

姦
通
小
説
、
あ
る
い
は
家
庭
小
説
や
、（
フ
ロ
イ
ト
的
な
意
味
に
お
け
る
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ロ
マ
ン
ス
な
ど
の
ジ
ャ
ン
ル
は
あ
っ
て
も
、〈
友
情
小
説
〉

な
る
枠
組
み
は
一
般
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
『
白
樺
』
派
の
研

究
に
お
い
て
も
、
論
議
さ
れ
て
き
た
の
は
同
人
た
ち
の
間
の
交
友
関
係
で

あ
り
、
小
説
構
造
論
の
水
準
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。『
白
樺
』
派
と

い
っ
て
も
多
様
な
作
家
を
擁
し
、
一
人
の
作
家
の
業
績
も
多
彩
で
、
そ
の

小
説
は
い
ず
れ
も
、
あ
る
枠
組
み
と
そ
の
無
化
と
両
方
の
様
相
を
見
せ
て

く
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
有
島
武
郎
、
武
者
小
路
、
志
賀
、
里
見
の
テ
ク
ス

ト
を
材
料
と
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

２
　『
友
情
』『
宣
言
』
と
異
化
の
理
論

　

最
初
に
友
情
の
語
を
タ
イ
ト
ル
に
挙
げ
た
こ
と
に
敬
意
を
表
し
て
、
武

者
小
路
の
作
品
か
ら
見
て
み
よ
う
。
寺
澤
浩
樹
に
よ
れ
ば
、
武
者
小
路
実

篤
『
友
情
』
に
は
恋
愛
、
友
情
、
そ
し
て
祈
り
の
三
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
あ

る
と
い
う
８
。
寺
澤
は
そ
れ
ら
の
関
係
や
収
斂
点
な
ど
を
探
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
差
し
当
た
り
、〈
友
情
小
説
〉
と
し
て
の
枠
組
み
か
ら
問
題
に

す
る
。
こ
の
小
説
に
は
、
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。「『
君
は
前
に
復

讐
を
受
け
て
ゐ
る
の
だ
。
君
程
よ
は
ら
な
く
つ
て
い
ゝ
人
間
は
な
い
と
思

ふ
』
と
云
つ
て
く
れ
た
。
彼
は
そ
の
時
、
泣
き
た
い
程
大
宮
の
友
情
に
感

じ
た
」９
。
こ
こ
で
友
情
は
、
自
分
に
対
す
る
理
解
と
同
情
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
。
仕
事
に
お
い
て
も
恋
愛
に
お
い
て
も
自
信
が
持
て
ず
、
自

ら
を
孤
立
無
援
と
認
識
し
て
い
た
野
島
は
、
大
宮
を
自
分
の
味
方
と
し
て

と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
以
後
も
、
野
島
は
大
宮
を
信
頼
し
続
け
る
が
、
洋

行
中
の
大
宮
の
書
簡
か
ら
、
野
島
は
そ
の
信
頼
が
裏
切
ら
れ
た
こ
と
を
知

る
。
大
宮
や
、
あ
る
い
は
こ
の
物
語
の
側
に
は
、
そ
の
行
為
の
理
由
が

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
野
島
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
友
情
に
対

す
る
裏
切
り
と
し
て
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
例
が
示
す
よ
う
に
、
友
情
と
は
一
種
の
符
牒
で
あ
り
、
さ
ら
に
分

析
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
』
は
、
友
愛
（philia,�fraternity

）
の
根
拠
と
し
て
、
利
益
・
快

楽
・
善
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
い
か
な
現
実
主
義
者
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
し
て
も
、
最
初
の
二
つ
は
付
随
的
な
も
の
で
、
真
の
友
愛
は
善
の
根

拠
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
１0
。
だ
が
、
古
典
古
代
な
ら
ば
い
ざ
知

ら
ず
、
近
代
に
お
け
る
善
の
価
値
ほ
ど
、
相
対
的
な
も
の
は
な
い
。
単
純

に
言
っ
て
野
島
は
自
分
の
利
益
と
快
楽
に
寄
与
す
る
大
宮
の
存
在
に
友
情

を
感
じ
た
の
だ
が
、
そ
の
友
情
な
る
も
の
の
保
持
が
善
と
な
る
の
は
、
結

果
的
に
そ
れ
が
自
分
の
利
益
と
快
楽
に
合
致
す
る
か
ら
で
し
か
な
い
。
こ

れ
に
対
し
て
杉
子
は
大
宮
に
対
し
て
、「
私
は
あ
な
た
の
わ
き
に
ゐ
て
、
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あ
な
た
を
通
じ
て
世
界
の
為
に
働
き
た
い
。
人
生
の
為
に
働
き
た
い
。
私

の
こ
の
願
ひ
を
ど
う
か
、
友
情
と
云
ふ
石
で
、
た
ゝ
き
つ
ぶ
さ
な
い
で
下

さ
い
」
と
書
き
送
っ
た
１１
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
他
者
に
は
他
者
の
利
益
と

快
楽
が
あ
り
、
善
な
る
価
値
は
そ
れ
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
従
っ
て
、
友
情
は
必
ず
し
も
善
と
な
ら
な
い
。
陳
腐
な
言
い
方

に
な
る
が
、
他
者
の
不
透
明
性
、
他
者
と
い
う
壁
が
そ
こ
に
は
介
在
す
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
多
く
の
場
合
、
小
説
に
お
け
る
友
情
は
、
裏
切
ら
れ
る

た
め
に
登
場
し
、
小
説
に
お
け
る
恋
愛
は
、
挫
折
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
』
の
方
に
は
、
ミ
メ
ー
シ
ス

の
概
念
が
出
て
く
る
が
、
こ
れ
は
「
行
為
す
る
人
」
を
対
象
と
し
て
、
そ

れ
を
ミ
ュ
ー
ト
ス
、
つ
ま
り
筋
と
し
て
形
成
す
る
作
業
で
あ
っ
た
１２
。
本

稿
の
文
脈
に
置
き
直
す
な
ら
ば
、
ミ
メ
ー
シ
ス
は
、
現
実
の
出
来
事
を
持

ち
込
む
が
、
そ
れ
に
「
美
観
」
を
与
え
て
、
あ
た
か
も
「『
話
』
ら
し
い

話
」
に
す
る
操
作
を
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
操
作
に
は
、
ア
ナ
グ
ノ
ー
リ

シ
ス
（
発
見
的
認
知
）、
つ
ま
り
そ
れ
ま
で
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事

実
が
暴
露
さ
れ
る
こ
と
や
、
ペ
リ
ペ
テ
イ
ア
ー
（
逆
行
的
転
変
）、
つ
ま

り
結
末
に
至
っ
て
、
そ
れ
ま
で
信
じ
ら
れ
て
き
た
筋
の
運
び
が
裏
切
ら
れ
、

遡
っ
て
見
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ
と
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
の
操
作
に

よ
っ
て
、
歴
史
の
よ
う
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
事
実
で

は
な
く
、
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
描
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
理
由

で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
詩
を
歴
史
以
上
に
哲
学
的
な
も
の
と
し
て
価
値
づ

け
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
異
化
の
理
論
を
掲
げ
た
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
が

行
っ
た
の
は
、
悠
久
の
時
を
隔
て
て
、
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ミ
メ
ー

シ
ス
の
理
論
の
現
代
的
展
開
で
あ
っ
た
。
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
シ
ク
ロ
フ
ス

キ
ー
は
こ
う
述
べ
る
。「
相
思
相
愛
の
幸
福
に
満
ち
た
恋
愛
描
写
だ
け
で

は
物
語
に
は
な
ら
な
い
し
、
た
と
え
物
語
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は

た
だ
、
さ
ま
ざ
ま
な
障
害
を
と
も
な
う
伝
統
的
な
恋
愛
描
写
を
背
景
に
し

て
理
解
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
物
語
に
と
っ
て
は
、
困
難

と
障
害
を
と
も
な
う
恋
愛
が
必
要
な
の
だ
。
た
と
え
ば
、
Ａ
は
Ｂ
を
愛
し

て
い
る
が
、
Ｂ
は
Ａ
を
愛
し
て
い
ず
、
ま
た
Ｂ
が
Ａ
を
愛
し
は
じ
め
た
と

き
に
は
、
Ａ
は
Ｂ
を
も
は
や
愛
し
て
い
な
い
と
い
う
よ
う
な
ぐ
あ
い

に
」１３
。
こ
の
一
節
は
、
林
淑
美
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー

の
理
論
を
参
照
し
た
と
推
察
さ
れ
る
横
光
利
一
に
よ
っ
て
、
そ
の
純
粋
小

説
の
手
法
に
生
か
さ
れ
た
と
い
う
１４
。
た
だ
し
、
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
は

プ
ー
シ
キ
ン
や
ト
ル
ス
ト
イ
に
即
し
て
こ
れ
を
述
べ
た
の
で
あ
り
、
該
当

す
る
の
は
横
光
の
よ
う
な
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
デ
ィ
ス
ト
に
限
ら
な
い
。

「
日
常
的
に
見
慣
れ
た
事
物
を
奇
異
な
も
の
と
し
て
表
現
す
る
《
非
日
常

化
》
の
方
法
が
芸
術
の
方
法
で
」
あ
る
と
す
る
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
の
異
化

の
定
義
は
、
そ
の
手
法
に
つ
い
て
は
限
定
し
て
い
な
い
１５
。
従
っ
て
、
必

ず
し
も
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
に
限
ら
ず
、
さ
ら
に
た
と
え
そ
の
手
法
が
定

型
化
し
、
さ
ら
に
は
陳
腐
化
し
て
い
る
と
し
て
も
、
見
慣
れ
た
人
間
関
係
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を
奇
異
な
人
物
関
係
と
し
て
表
現
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
異
化
と

い
う
ほ
か
に
な
い
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
の
言
う
構
造
論
は
、『
友
情
』

に
は
、
ほ
ぼ
あ
て
は
ま
る
。『
友
情
』
の
三
四
章
か
ら
三
五
章
に
か
け
て
、

東
京
駅
で
大
宮
を
見
送
る
杉
子
を
見
て
、「
野
島
は
杉
子
が
大
宮
を
恋
し

て
ゐ
る
こ
と
を
瞬
間
的
に
直
覚
し
た
」
と
語
ら
れ
る
。
し
か
し
、
読
者
に

と
っ
て
は
、
既
に
二
三
章
あ
た
り
か
ら
そ
の
事
情
は
最
初
は
微
か
に
、
次

第
に
明
白
に
感
知
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
二
三
章
で
彼
ら
は
ト
ラ
ン
プ
遊
び
を

す
る
の
だ
が
、
歌
留
多
会
は
尾
崎
紅
葉
の
『
金
色
夜
叉
』
や
有
島
武
郎
の

「
石
に
ひ
し
が
れ
た
雑
草
」
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
近
代
の
物
語
に
お
い

て
恋
愛
事
件
が
始
動
す
る
典
型
的
な
契
機
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
、
友
人

の
恋
人
を
奪
う
構
図
自
体
が
、
ほ
と
ん
ど
近
代
小
説
の
王
道
と
も
言
う
べ

き
で
あ
り
、
二
葉
亭
四
迷
の
『
浮
雲
』
や
夏
目
漱
石
の
『
そ
れ
か
ら
』

『
こ
ゝ
ろ
』
の
昔
か
ら
、
村
上
春
樹
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
至
る
ま

で
、
個
々
に
状
況
設
定
を
変
え
な
が
ら
も
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
一
一
章
で

大
宮
は
、「
と
も
か
く
恋
は
馬
鹿
に
し
な
い
が
い
ゝ
。
人
間
に
恋
と
云
ふ

特
別
の
も
の
が
与
へ
ら
れ
て
ゐ
る
以
上
、
そ
れ
を
馬
鹿
に
す
る
権
利
は

我
々
に
は
な
い
」１６
云
々
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
『
こ
ゝ
ろ
』
の
「
精
神

的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿
だ
」
に
匹
敵
す
る
皮
肉
な
機
能
を
持
つ
。

極
言
す
れ
ば
、
大
宮
も
杉
子
を
選
ぶ
終
局
ま
で
の
流
れ
は
早
く
も
二
三
章

の
ト
ラ
ン
プ
会
で
決
し
た
の
で
あ
り
、
小
説
構
造
論
か
ら
言
え
ば
、『
友

情
』
は
こ
の
章
ま
で
で
定
型
の
設
定
を
終
え
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ

も
極
言
な
が
ら
、
野
島
・
大
宮
・
杉
子
の
三
人
物
を
設
定
し
た
段
階
に
お

い
て
、
こ
の
小
説
は
物
語
の
定
型
と
し
て
は
完
了
し
て
い
る
と
さ
え
言
え

る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
点
に
お
い
て
、
同
じ
よ
う
に
有
島
武
郎
の
『
宣
言
』（
一
九
一

七
・
一
二
、
新
潮
社
）
は
、
や
は
り
Ａ
・
Ｂ
・
Ｙ
子
と
い
う
人
物
を
設
定

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
る
。
Ａ
が
友
情
を
建
前
と
し
て
Ｂ
を
Ｙ

子
の
家
に
同
居
さ
せ
た
こ
と
が
、
こ
の
小
説
の
一
大
契
機
と
な
る
１７
。
生

活
の
た
め
許
婚
者
か
ら
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
Ａ
は
、
Ｂ
か
ら
の
手
紙
に

よ
っ
て
Ｙ
子
の
動
静
を
聞
く
が
、
読
者
に
と
っ
て
は
相
当
以
前
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
Ｂ
と
Ｙ
子
と
の
接
近
が
、
結
末
近
く
ま
で
Ａ
に
は
分
か
ら
な
い
。

そ
れ
が
書
簡
体
の
構
造
に
よ
っ
て
効
果
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
、
読
者
は
知
っ
て
い
る
が
作
中
人
物
は
知
ら
な
い
と
い
う
情
報
の
不
均

衡
に
つ
い
て
も
、
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ト
の
ト
マ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
が

定
式
化
し
て
い
た
１８
。

　

さ
ら
に
、
人
物
の
水
準
で
見
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
Ａ
や
野
島
の
鈍
感
さ
の

帰
結
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
当
然
、
こ
れ
ら
の
鈍
感
さ
は
物
語
的
な
鈍
感

さ
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
物
語
が
そ
れ
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

人
物
的
に
は
、
Ａ
や
野
島
が
鈍
感
な
の
は
、
彼
ら
が
一
様
に
、
恋
愛
で
目

が
曇
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
以
上
に
、
自
分
の
利
益
・
快
楽
に
都

合
の
悪
い
も
の
は
よ
く
見
え
な
い
目
の
持
ち
主
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
定
の
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人
生
経
験
を
積
ん
だ
者
な
ら
ば
、
大
宮
や
Ｂ
が
、
野
島
や
Ａ
に
と
っ
て
自

分
の
恋
愛
を
脅
か
す
強
力
な
ラ
イ
バ
ル
と
な
り
う
る
こ
と
は
容
易
に
予
想

で
き
る
は
ず
だ
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
敏
感
さ
は
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し

て
の
彼
ら
に
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
が
自
分

の
恋
愛
を
成
就
で
き
る
ほ
ど
に
敏
感
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、『
宣
言
』
や

『
友
情
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
端
的
に
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す

べ
て
は
物
語
の
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
設
定
や
構
造
が
、

〈
友
情
小
説
〉
と
し
て
の
異
化
の
手
法
な
の
で
あ
る
。

３
　
仮
名
小
説

─
『
善
心
悪
心
』『
暗
夜
行
路
』

　

と
こ
ろ
で
、
異
化
も
ま
た
定
量
分
析
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
シ
ク
ロ

フ
ス
キ
ー
の
言
う
異
化
は
、
日
常
言
語
の
自
動
化
に
対
す
る
詩
的
言
語
の

特
徴
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
詩
的
言
語
と
日
常
言
語
は
別
の
言
語

で
は
な
く
、
た
だ
使
用
法
が
違
う
だ
け
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
ミ
ハ
イ

ル
・
バ
フ
チ
ン
に
よ
る
批
判
で
あ
っ
た
１９
。
使
用
法
は
、
定
量
的
に
評
価

が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
が
挙
げ
る
異
化
の
手
法
の

一
つ
で
あ
る
反
復
を
考
え
る
と
、
三
回
反
復
す
る
よ
り
も
五
回
反
復
し
た

方
が
異
化
の
効
果
が
上
が
る
と
は
単
純
に
は
言
え
な
い
。
ア
ナ
グ
ノ
ー
リ

シ
ス
や
ペ
リ
ペ
テ
イ
ア
ー
の
よ
う
に
大
胆
な
筋
の
巧
み
も
異
化
と
な
り
う

る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
別
に
挙
げ
て
い
る
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
や
比

喩
な
ど
言
葉
の
微
細
な
彩あ
や

も
、
や
は
り
異
化
と
な
り
う
る
。
文
芸
上
の

「
詩
的
精
神
」
が
言
葉
の
微
細
な
彩
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
大
胆
な
言
葉
の
構
築
と
し
て
の
「
構
造
的
美
観
」
と
別
物
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
詩
的
精
神
」
と
「
構
造
的
美
観
」
は
、
異
化
の

質
の
差
、
程
度
の
差
で
あ
る
と
す
ら
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

志
賀
直
哉
と
里
見
弴
の
関
係
と
絶
交
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
既
に
大
西

貢
が
詳
細
に
検
証
し
て
お
り
、
ま
た
こ
こ
で
の
課
題
で
は
な
い
２0
。
里
見

の
「
君
と
私
と
」（『
白
樺
』
一
九
一
三
・
四
～
七
）
や
『
善
心
悪
心
』

（『
中
央
公
論
』
一
九
一
六
・
七
）
が
志
賀
の
逆
鱗
に
触
れ
、
ま
た
里
見
は

「
君
と
私
と
」
の
続
稿
が
紛
失
し
た
事
件
を
「
失
は
れ
た
原
稿
」（『
太
陽
』

一
九
一
七
・
一
）
に
書
い
た
。
志
賀
は
「
モ
デ
ル
の
不
服
」（『
白
樺
』
一

九
一
三
・
七
）
や
『
暗
夜
行
路
』
前
篇
第
一
の
一
で
そ
れ
に
触
れ
た
文
章

を
書
い
た
。
こ
れ
ら
の
モ
デ
ル
小
説
ま
た
は
私
小
説
の
あ
り
方
に
は
、
興

味
深
い
特
徴
が
あ
る
。
有
島
生
馬
や
武
者
小
路
も
加
え
て
、
彼
ら
は
自
分

た
ち
の
交
遊
や
行
状
に
つ
い
て
書
き
合
っ
た
り
、
極
端
な
場
合
、
作
品
を

手
紙
代
わ
り
、
も
し
く
は
交
換
日
記
の
よ
う
に
し
て
相
手
に
伝
え
よ
う
と

す
る
２１
。
古
代
の
相
聞
歌
・
贈
答
歌
の
小
説
版
・
友
情
版
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

　
「
モ
デ
ル
の
不
服
」
は
全
集
２２
で
「
随
筆
」
と
い
う
分
類
に
入
っ
て
い

る
が
、
書
き
出
し
は
「『
君
と
私
と
』
四
月
号
の
分
は
面
白
か
つ
た
」

云
々
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
文
中
の
「
君
」
は
里
見
で
「
僕
」
は
志
賀
で
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あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
現
実
か
ら
事
実
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、「
例
へ
ば
、
俊
之
助
と
僕
と
が
君
の
事
で
議
論
を
し
た
翌
日
、

そ
の
事
を
僕
に
話
す
所
が
あ
る
」
と
、
有
島
生
馬
を
モ
デ
ル
と
す
る
、
一

応
は
虚
構
と
も
言
え
る
作
中
人
物
の
俊
之
助
と
、「
僕
」「
君
」
と
い
う
作

品
内
で
は
現
実
の
人
間
と
が
同
列
に
語
ら
れ
る
。
ま
た
結
尾
に
は
、「
坂

本
」
と
い
う
作
中
人
物
名
の
署
名
が
あ
る
。「
不
服
」
の
理
由
と
し
て
は
、

「
あ
れ
に
書
か
れ
た
僕
を
僕
自
身
と
し
て
平
気
で
ゐ
る
の
は
、
お
前
は
下

ら
な
い
奴
だ
と
云
は
れ
て
平
気
で
ゐ
る
の
と
同
じ
や
う
な
気
が
し
て
来

た
」２３
と
あ
り
、
要
す
る
に
自
分
を
モ
デ
ル
と
す
る
坂
本
の
描
き
方
が
気

に
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

里
見
の
『
善
心
悪
心
』
の
方
は
、
よ
り
冷
静
で
あ
る
。「
昌
造
の
宙
に

ぶ
ら
さ
が
つ
た
足
と
地
面
と
の
間
に
は
、
佐
々
の
思
想
、
趣
味
、
道
徳
な

ど
が
、
芝
居
の
岩
組
の
や
う
に
一
見
巌
丈
ら
し
く
踏
み
台
に
さ
れ
て
ゐ

た
」２４
。
こ
の
「
張
子
の
岩
」、
す
な
わ
ち
佐
々
つ
ま
り
志
賀
の
影
響
が
自

分
に
と
っ
て
余
り
に
強
す
ぎ
る
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る

思
考
が
昌
造
つ
ま
り
里
見
に
芽
生
え
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
里
見
は
実

際
、
小
谷
野
敦
が
詳
細
な
評
伝
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
志
賀
や
『
白

樺
』
派
か
ら
離
れ
て
か
ら
旺
盛
な
創
作
活
動
を
展
開
し
始
め
る
。
小
谷
野

に
よ
る
評
伝
の
章
題
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
し
く
「
志
賀
直
哉
と
の
決
別
」

で
あ
る
２５
。
本
稿
が
問
題
と
す
る
の
は
、
前
に
述
べ
た
モ
デ
ル
と
本
人
と

の
混
同
あ
る
い
は
同
一
化
で
あ
り
、
ま
た
私
生
活
の
暴
き
合
い
や
現
実
的

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
の
性
質
で
あ
る
。

　
『
白
樺
』
派
だ
け
で
は
な
い
。
実
名
や
変
名
で
モ
デ
ル
小
説
を
構
築
す

る
作
家
は
い
る
。
武
者
小
路
の
『
或
る
男
』
は
実
名
で
あ
り
、
私
小
説
と

い
う
よ
り
も
自
伝
小
説
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。
志
賀
と
里
見
の
作
品
は
、

ほ
と
ん
ど
が
仮か

名め
い

に
よ
っ
て
い
る
２６
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
あ
る
場

合
・
あ
る
局
面
に
お
い
て
は
人
物
と
ア
ク
シ
ョ
ン
は
仮
名
で
あ
っ
て
も
事

実
と
見
な
さ
れ
、
別
の
場
合
・
局
面
に
お
い
て
は
虚
構
と
見
な
さ
れ
る
。

志
賀
は
つ
と
に
、『
暗
夜
行
路
』
な
ど
に
お
い
て
さ
え
、
時
任
謙
作
は
志

賀
自
身
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
密
着
の
程
度
に
お
い

て
は
、
里
見
も
負
け
て
い
な
い
だ
ろ
う
。『
善
心
悪
心
』『
多
情
仏
心
』

『
安
城
家
の
兄
弟
』
な
ど
は
皆
そ
う
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か
。
私
小
説
や
『
白
樺
』
派
の
私
小
説

に
つ
い
て
は
多
々
述
べ
ら
れ
て
き
た
の
で
、
こ
こ
で
は
必
要
な
限
り
に
お

い
て
の
み
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
「
自
己
を
生
か
す
」（
本
多
秋

五
）２７
手
法
に
お
い
て
は
、
自
己
と
密
着
し
た
材
料
を
用
い
、
自
己
と
密

着
し
た
感
情
を
描
く
の
が
最
も
容
易
で
あ
っ
た
。
有
島
武
郎
の
「
自
己
を

描
出
し
た
に
外
な
ら
な
い
『
カ
イ
ン
の
末
裔
』」（『
新
潮
』
一
九
一
九
・

一
）
の
手
法
な
ど
は
例
外
と
な
る
。
彼
ら
が
こ
ぞ
っ
て
自
ら
の
家
族
や
友

人
や
恋
愛
を
描
い
た
の
は
、
作
家
以
外
の
職
業
に
就
い
た
こ
と
も
な
く
、

基
本
的
に
親
の
家
と
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
彼
ら
に
と
っ
て
、

そ
れ
ら
以
上
に
密
着
度
の
あ
る
対
象
が
他
に
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
自
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ず
か
ら
、
作
品
は
作
品
で
あ
る
と
同
時
に
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
で
も
あ
り
、
虚

構
で
あ
る
と
と
も
に
現
実
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
な
代
物
と
な
っ
た
。
そ

し
て
、
志
賀
に
せ
よ
里
見
に
せ
よ
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
に
盛
ら
れ
た
実
感

（
取
り
あ
え
ず
そ
う
呼
ぶ
と
し
て
）
の
強
度
は
、
類
な
く
高
い
も
の
だ
っ

た
。

　

こ
の
自
己
と
密
着
し
た
実
感
の
強
度
を
論
じ
た
、
小
林
秀
雄
の
「
志
賀

直
哉　

世
の
若
く
新
し
い
人
々
へ
」（『
思
想
』
一
九
二
九
・
一
二
）
は
、

今
日
で
も
全
く
古
び
て
い
な
い
。
そ
こ
で
小
林
は
、「
志
賀
直
哉
氏
の
問

題
は
、
言
は
ば
一
種
の
ウ
ル
ト
ラ
・
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
問
題
な
の
で
あ
り
、

こ
の
作
家
の
魔
力
は
、
最
も
個
体
的
な
自
意
識
の
最
も
個
体
的
な
行
動
に

あ
る
の
だ
」
と
述
べ
、
ま
た
「
氏
の
文
体
の
魅
力
は
、
こ
れ
を
貫
く
す
ば

ら
し
い
肉
感
に
あ
る
の
で
あ
る
」
と
も
指
摘
し
た
２８
。
こ
れ
を
敷
衍
し
た

と
も
言
え
る
後
年
の
文
章
「
志
賀
直
哉
論
」（『
改
造
』
一
九
三
八
・
一

二
）
で
は
、
小
林
は
『
暗
夜
行
路
』
を
論
じ
て
、「
登
場
す
る
男
女
の
間

に
、
心
理
上
の
駈
引
な
ぞ
一
切
見
ら
れ
な
い
。
す
べ
て
は
性
欲
と
い
ふ
根

柢
的
な
も
の
に
根
ざ
し
、
二
人
が
、
言
は
ば
行
為
に
よ
る
そ
の
理
想
化
に

協
力
す
る
有
様
が
、
熱
烈
な
筆
致
で
描
き
出
さ
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
て
い

る
２９
。

　

小
林
は
志
賀
を
「
行
動
の
作
家
」
と
か
、「
抽
象
を
最
も
許
さ
な
い
作

家
」
と
も
呼
ぶ
が
、
こ
れ
に
は
注
釈
が
必
要
で
あ
る
。
志
賀
の
場
合
、
表

面
上
エ
ゴ
の
境
界
が
そ
の
ま
ま
世
界
の
境
界
と
一
致
す
る
の
で
、
思
想
と

行
動
の
区
別
が
な
い
。
そ
こ
に
は
、
内
部
対
外
部
、
表
層
対
深
層
の
対
立

が
存
在
し
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
小
林
が
志
賀
の
文
体
を
「
肉
感
」
と
言

う
の
は
こ
れ
ら
の
こ
と
と
関
連
す
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
自
身
と
の
み
一
致

す
る
言
語
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
志
賀
の
最
良
の
テ

ク
ス
ト
は
、「
剃
刀
」（『
白
樺
』
一
九
一
〇
・
六
）
で
は
な
い
か
。「
剃

刀
」
は
、
理
容
店
の
親
方
が
熱
に
浮
か
さ
れ
、
ま
た
積
年
の
完
全
主
義
が

仇
と
な
っ
て
、
客
の
男
を
剃
刀
で
刺
し
て
し
ま
う
話
だ
が
、
こ
れ
は
何
か

の
思
想
を
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
伝
え
る
小
説
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
書
か
れ

て
あ
る
こ
と
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
書
か
れ
て
い
な
い
何
物
か
の
代
行
＝

表
象
（representation

）
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
同
じ
こ
と
を
小
林
は

『
暗
夜
行
路
』
に
も
見
た
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
を
動
か
す
の
は
「
心
理
」

で
は
な
く
「
性
欲
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
実
際
に
は
、
即
自
存
在
（
物
）
で
も
な
い
限
り
、
思
想
と

行
動
、
内
面
と
外
面
の
区
別
が
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
志
賀
の

場
合
に
そ
う
見
え
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
見
え
る
よ
う
な
書
き
方
、
つ
ま

り
文
体
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
紅
野
謙
介
に
よ
る
「
剃
刀
」
論
の

言
葉
を
借
り
れ
ば
、
ま
さ
し
く
「
客
観
性
の
身
振
り
」
で
あ
る
３0
。
そ
れ

こ
そ
が
、
志
賀
的
な
異
化
で
あ
り
、
志
賀
的
な
「
構
造
的
美
観
」
あ
る
い

は
「
詩
的
精
神
」
の
様
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
確
か
に
高
い
強
度

を
持
っ
て
い
る
。
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
の
異
化
の
理
論
、
そ
の
〈
行
動
と
し

て
の
芸
術
〉
の
理
論
は
、
小
林
の
論
じ
た
志
賀
の
様
式
に
は
的
確
に
あ
て
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『
暗
夜
行
路
』
は
「
女
の
一
寸
し
た
そマ

マ

う
い
ふ
過
失
」
に
二
度
ま
で

祟
ら
れ
た
主
人
公
が
、
つ
い
に
そ
の
呪
わ
れ
た
運
命
を
克
服
す
る

に
い
た
る
物
語
と
い
う
外
見
を
も
っ
て
い
る
が
、
正
味
の
と
こ
ろ

で
は
、
無
類
に
強
烈
な
自
我
主
義
者
で
あ
る
主
人
公
が
、
そ
の
強

堅
な
「
自
我
」
ゆ
え
に
長
い
間
苦
し
み
、
つ
い
に
「
自
我
」
の
鎧

を
脱
ぎ
す
て
て
、「
自
我
」
よ
り
も
大
き
い
あ
り
の
ま
ま
の
「
自

己
」
を
我
が
も
の
と
す
る
に
い
た
る
ま
で
の
無
明
の
道
程
を
描
い

た
作
品
で
あ
る
。「
自
我
」
を
脱
ぎ
す
て
た
人
は
、
ユ
ン
グ
風
に
い

え
ば
「
個
性
化
」
し
た
人
で
あ
る
。
本
来
の
自
分
自
身
と
重
な
り

合
っ
て
自
己
を
実
現
し
た
人
で
あ
る
。
こ
の
人
は
自
由
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
不
安
も
畏
れ
も
な
い
。

　

現
代
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、「『
自
我
』
よ
り
も
大
き
い
あ
り
の
ま
ま
の

『
自
己
』」
を
「
我
が
も
の
」
と
し
た
と
見
る
の
は
、
や
や
大
仰
な
評
価
と

も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
こ
れ
は
『
暗
夜
行
路
』
を
、
そ
の
最
高

の
可
能
性
に
お
い
て
見
積
も
っ
た
理
想
型
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、「
ユ
ン
グ
風
」
の
言
い
回
し
の
援
用
を
除
け
ば
、
こ
れ
は
小

林
の
「
ウ
ル
ト
ラ
・
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
論
の
延
長
線
上
に
、
現
れ
る
べ
く
し

て
現
れ
た
解
釈
で
あ
る
。
ち
な
み
に
寺
澤
浩
樹
は
、
武
者
小
路
の
『
友

情
』
に
つ
い
て
、「
主
人
公
野
島
の
姿
の
、『
自
然
』
の
理
念
を
背
景
と
す

る
、
生
命
力
と
宗
教
の
高
度
な
統
合
は
、『
或
る
神
』
が
克
ち
取
ら
れ
た

は
ま
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
も
ま
た
定
量
分
析
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、

横
光
利
一
は
「
自
然
主
義
の
作
風
」
と
し
て
の
「
話
す
や
う
に
書
く
」
に

反
論
し
て
、
新
感
覚
派
は
「
書
く
や
う
に
書
く
」
の
だ
と
主
張
し
た
３１
。

し
か
し
「
話
す
や
う
に
書
く
」
も
「
書
く
や
う
に
書
く
」
も
、
い
ず
れ
も

絶
対
的
な
質
と
量
で
定
義
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
話
す
」
や
「
書

く
」
に
定
量
的
な
様
式
の
基
準
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
、
経
験
則
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
可
能

性
と
し
て
は
限
界
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
強
い
て
い
え
ば
、
志
賀

は
、「
志
賀
が
実
際
に
書
い
た
よ
う
に
書
い
た
」
と
い
う
ほ
か
に
な
い
。

４
　
自
己
密
着
実
感
原
理
か
ら
『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
ま
で

　

本
多
秋
五
に
よ
る
『
志
賀
直
哉
』
は
、
新
書
版
上
下
二
巻
の
う
ち
下
巻

ほ
ぼ
一
冊
を
『
暗
夜
行
路
』
論
に
あ
て
て
い
る
。
こ
の
渾
身
の
評
論
に
お

い
て
、
本
多
は
、『
暗
夜
行
路
』
の
究
極
の
地
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
３２
。

　

私
は
ず
っ
と
前
か
ら
、『
暗
夜
行
路
』
は
『
城
の
崎
に
て
』
の
拡

大
深
化
版
だ
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
だ
仮
説
的
な

と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
こ
こ
ま
で
き
て
、
や
は
り
『
暗
夜
行
路
』
は

『
城
の
崎
に
て
』
の
拡
大
深
化
版
な
の
だ
、
と
確
信
す
る
。［
…
］
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証
左
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
評
価
す
る
３３
。「
或
る
神
」
と
は
、
武
者
小

路
の
対
話
篇
「
今
に
見
ろ
」（『
白
樺
』
一
九
一
二
・
六
）
の
登
場
人
物
で

あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
本
多
も
寺
澤
も
、
人
物
が
あ
る
理
想
を
「
我
が

も
の
」
と
し
た
り
、「
克
ち
取
」
っ
た
り
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
を

重
視
し
て
い
る
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
小
説
は
、
一
人
物
の
願

望
成
就
に
よ
っ
て
完
結
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

す
な
わ
ち
、
先
に
見
た
他
者
の
壁
が
、
こ
こ
で
も
ま
だ
頑
強
に
立
ち
は

だ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
あ
り
の
ま
ま
の
『
自
己
』」
は
、
有
島
武
郎

『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』（
一
九
二
〇
・
九
、
叢
文
閣
）
の
場
合
で
あ
れ
ば
、

「
本
能
的
生
活
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
に
近
い
。
有
島
が
思
想
の
論
理
と
レ

ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
表
現
し
た
も
の
を
、
志
賀
は
実
感
と
密
着
し
た
「
詩

的
精
神
」
に
よ
っ
て
表
現
し
た
の
で
あ
る
３４
。
た
と
え
ば
、
志
賀
の
「
范

の
犯
罪
」
の
結
末
で
判
事
が
無
罪
を
書
き
付
け
る
話
は
、
元
は
「
剃
刀
」

の
草
稿
に
同
様
の
記
述
が
あ
っ
た
。
有
島
の
「
本
能
的
生
活
」
が
「
魂
一

元
」
の
絶
対
自
由
の
世
界
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
志
賀
の
「
剃
刀
」
も

「
范
の
犯
罪
」
に
お
い
て
も
、「
あ
り
の
ま
ま
の
『
自
己
』」
の
境
地
に
あ

る
限
り
は
、
行
為
の
結
果
は
問
わ
れ
ず
、
何
を
し
て
も
無
罪
な
の
で
あ
る
。

だ
が
、
後
に
有
島
は
こ
の
思
想
を
い
わ
ば
他
者
の
壁
に
照
ら
し
て
自
己
批

判
し
、
そ
れ
が
「
宣
言
一
つ
」（『
改
造
』
一
九
二
二
・
一
）
以
降
の
展
開

と
な
っ
た
３５
。
こ
の
経
緯
を
流
用
し
て
志
賀
に
適
用
す
る
と
し
た
ら
、
本

多
の
趣
意
は
尊
重
す
る
に
し
て
も
、
単
純
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
物
語
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、
時
任
謙
作
の
「
自
我
」
が
、「
呪
わ
れ

た
運
命
」
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
「
自
我
」

成
立
の
契
機
と
し
て
「
呪
わ
れ
た
運
命
」
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
小
説
と
は
何
に
せ
よ
明
確
な
結
論
・
決
着
に
ま
で
到
達
す
る
こ
と
、

た
と
え
ば
「
我
が
も
の
」
と
し
た
り
、「
克
ち
取
」
っ
た
り
す
る
完
成
の

時
を
迎
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。

も
っ
と
も
、
そ
の
批
評
態
度
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
慎
重
な
物
言
い
に
終

始
し
た
本
多
秋
五
が
、
あ
え
て
こ
の
こ
と
を
言
い
切
ろ
う
と
し
た
こ
と
は
、

本
多
論
と
し
て
は
興
味
深
い
と
も
言
え
る
。『「
白
樺
」
派
の
文
学
』（
一

九
六
〇
）
と
『
志
賀
直
哉
』（
一
九
九
〇
）
と
の
間
に
介
在
す
る
、
あ
る

種
の
距
離
に
意
味
を
探
る
こ
と
は
で
き
る
。

　

友
情
の
話
に
戻
れ
ば
、『
暗
夜
行
路
』
前
篇
第
一
の
一
に
、
里
見
・
志

賀
関
係
に
基
づ
く
挿
話
が
謙
作
の
坂
口
に
対
す
る
意
識
と
し
て
仮か

名め
い

で
展

開
さ
れ
る
。
こ
れ
は
「
モ
デ
ル
の
不
服
」
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同

様
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
有
島
生
馬
を
モ
デ
ル
と
す
る
龍
岡
へ
の
言
及
が
付

加
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
後
年
の
『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
に
繋
が
る
要
素

と
な
る
。
小
谷
野
敦
は
、「『
モ
デ
ル
の
不
服
』
と
い
う
の
は
、
ま
る
で
要

領
を
得
な
い
文
章
で
、
ど
こ
か
が
事
実
と
違
っ
て
い
る
と
か
、
こ
う
い
う

こ
と
を
書
か
れ
て
は
困
る
と
か
の
具
体
的
な
指
摘
が
な
く
、
感
情
を
ぶ
つ

け
て
い
る
よ
う
な
代
物
だ
。
実
際
、『
君
と
私
と
』
に
せ
よ
、
後
に
絶
交

の
原
因
と
な
っ
た
『
善
心
悪
心
』
に
せ
よ
、
志
賀
が
何
に
不
満
な
の
か
、
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よ
く
分
か
ら
な
い
」
と
述
べ
る
３６
。『
暗
夜
行
路
』
で
は
や
や
具
体
的
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
、
あ
れ
は
自
分
を
モ
デ
ル
と
し
た
こ
と
は
明

ら
か
だ
か
ら
、
も
っ
と
良
い
人
間
と
し
て
書
い
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
遡
っ
て
推
察
す
る
に
、「
モ
デ
ル
の
不
服
」
の
言
い
分
も
同
様
な

の
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、「
今
の
謙
作
は
坂
口
に
対
し
て
は
極
端
に
邪
推
深
く
な
つ
て

ゐ
た
。
前
に
彼
を
信
じ
て
居
た
だ
け
に
、
そ
れ
を
裏
切
ら
れ
た
今
は
、

事
々
に
か
う
云
ふ
邪
推
が
浮
ぶ
の
で
あ
つ
た
。
殊
に
愛あ

い

子こ

と
の
事
以
来
、

そ
れ
は
甚
だ
面
白
く
な
い
傾
向
だ
と
知
り
つ
つ
も
、
彼
は
妙
に
他ひ

と人
が
信

じ
ら
れ
な
く
な
つ
た
」（『
暗
夜
行
路
』
前
篇
第
一
の
一
）３７
に
滲
み
出
て

い
る
の
は
、
例
に
よ
っ
て
他
者
の
壁
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
実
感
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
し
か
し
、『
暗
夜
行
路
』
で
は
、
こ
の
坂
口
の
挿
話
は
以
後
二
度

と
登
場
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
長
編
で
は
な
く
短
編

の
寄
せ
集
め
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
評
価
に
繋
が
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

本
多
の
結
論
に
一
定
の
妥
当
性
を
認
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
小
説
の
物
語
の

プ
ロ
セ
ス
の
ど
こ
か
に
、
坂
口
挿
話
も
接
続
さ
れ
、
そ
し
て
「『
自
我
』

よ
り
も
大
き
い
あ
り
の
ま
ま
の
『
自
己
』」
な
る
も
の
に
包
括
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
媒
介
す
る
も
の
は
何
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、

書
く
こ
と
と
い
う
要
因
を
導
入
し
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。

　
「
モ
デ
ル
の
不
服
」
も
『
暗
夜
行
路
』
も
、
ひ
い
て
は
「
君
と
私
と
」

や
『
善
心
悪
心
』、
さ
ら
に
『
友
情
』
を
含
め
て
も
よ
い
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
、『
暗
夜
行
路
』
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
文
学
の
方
を
さ
れ
る
方
」、

『
友
情
』
な
ら
ば
「
文
士
の
卵
」
の
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
前
述
の
「
詩
的

精
神
」、
す
な
わ
ち
魂
と
密
着
し
た
実
感
を
で
き
る
だ
け
直
接
的
に
表
現

す
る
原
理
、
い
わ
ば
自
己
密
着
実
感
原
理
と
表
裏
を
な
す
。
こ
の
点
に
お

い
て
も
最
も
典
型
的
な
の
は
志
賀
で
あ
る
。
彼
の
小
説
は
、
小
説
を
書
こ

う
と
す
る
人
間
が
、
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
遭
遇
す

る
様
々
な
出
来
事
と
、
そ
の
結
果
と
し
て
書
か
れ
た
小
説
の
記
述
が
、
い

ず
れ
か
単
独
で
、
ま
た
は
両
方
の
合
体
融
合
し
た
形
で
構
築
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
そ
れ
は
私
小
説
で
あ
る
と
同
時
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も
あ

る
３８
。
そ
の
た
め
、
友
情
問
題
を
執
拗
に
言
語
化
す
る
の
は
、
書
く
こ
と

の
理
想
に
照
ら
し
て
、
里
見
の
書
き
方
が
相
応
し
く
な
い
と
い
う
批
評
と

な
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
自
己
密
着
実
感
原
理
の
下
で
は
、
そ
れ
は

相
応
し
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
志
賀
自
身
の
実
感
と
密
着
し
た
理
念
で
も

あ
る
。
こ
の
両
者
は
区
別
が
で
き
な
い
。
ち
な
み
に
、
書
く
こ
と
の
理
想

に
つ
い
て
、「
モ
デ
ル
の
不
服
」
に
お
い
て
は
、「
人
類
の
進
歩
或
ひ
は
運

命
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
個
人
の
極
小
の
営
為
が
一
挙
に
「
人
類
」

規
模
の
摂
理
に
ま
で
直
結
す
る
と
こ
ろ
は
、
い
か
に
も
『
白
樺
』
派
ら
し

い
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
志
賀
に
よ
る
特
異
な
〈
友
情
小

説
〉
の
骨
格
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

　

こ
の
骨
格
を
基
に
、『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
こ
れ
は
、
志
賀
が
有
島
生
馬
に
対
し
て
積
年
の
批
判
を
吐
露
し
た
一
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部
仮
名
の
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
事
実
関
係
を
中
心
と
し
て

大
西
貢
が
検
証
し
て
お
り
、
概
説
は
そ
れ
に
譲
る
３９
。
ま
た
、
宮
越
勉
が

詳
細
な
論
考
を
加
え
て
い
る
４0
。
宮
越
は
こ
の
小
説
を
、「
洋
画
家
生
馬

の
芸
術
家
と
し
て
の
生
き
方
、
あ
り
方
に
対
す
る
志
賀
の
長
年
に
わ
た
り

蟠
っ
て
い
た
糾
弾
の
思
い
を
表
明
す
る
と
い
う
、
表
立
っ
て
は
い
な
い
が

い
わ
ば
真
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
も
と
に
本
作
は
書
か
れ
た
と
見
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
」
と
し
て
、
こ
れ
を
「
小
説
家
志
賀
の
巧
み
な
文
学
的
戦

略
」
と
認
め
て
い
る
４１
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
の
見
方
は
踏
襲
し
た
い
。

そ
の
上
で
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
の
は
次
の
よ
う
な
箇
所
で
あ
る
。

　

君
は
帰
つ
た
当
時
、「
ラ
・
ヴ
ヰ
ー
」
と
い
ふ
言
葉
を
使
つ
て
、

「
生
活
を
愛
す
る
」
と
い
ふ
事
を
よ
く
云
つ
た
。「
ス
バ
ル
」
一
派

の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
享
楽
主
義
と
も
い
つ
て
ゐ
た
時
代

だ
が
、
君
の
「
生
活
を
愛
す
る
」
は
そ
れ
と
も
別
ら
し
く
、
僕
に

は
そ
の
意
味
が
呑
み
込
め
な
か
つ
た
。
子
供
時
代
か
ら
先
を
歩
い

て
ゐ
た
君
の
こ
と
で
、
何
か
僕
達
の
未
だ
想
ひ
到
ら
ぬ
考
へ
か
の

や
う
に
買
被
つ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
後
、
君
の
行
動
を
見
て
ゐ
る
う

ち
に
、
こ
の
買
被
り
は
段
々
雲
散
霧
消
し
、
そ
し
て
其
所
に
裸
で

露あ
ら

は
れ
た
も
の
は
実
に
何
ん
で
も
な
い
、
最
も
低
俗
な
意
味
で
の

快
楽
主
義
に
過
ぎ
な
い
事
が
分
り
、
僕
は
甚ひ

ど

く
白
ら
け
た
気
持
に

な
つ
た
４２
。

　

君
は
僕
達
の
芸
術
へ
の
熱
情
を
嗤わ
ら

ふ
ば
か
り
で
な
く
、
芸
術
と

い
ふ
も
の
に
対
し
、
段
々
偶
像
破
壊
的
な
気
持
に
な
つ
て
行
つ
た
。

僕
は
近
頃
時
々
さ
う
思
ふ
の
だ
が
、
此
傾
向
は
君
だ
け
で
は
な
く
、

自
身
芸
術
家
で
あ
り
な
が
ら
、
芸
術
に
反
感
を
持
つ
て
ゐ
る
と
い

ふ
種
類
の
人
間
が
あ
る
。
芸
術
を
軽
蔑
す
る
事
で
自
身
、
秘
か
に

安
心
を
得
、
し
か
も
芸
術
の
分
ら
な
い
人
に
対
し
て
は
一
ト
か
ど

の
芸
術
家
面
を
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
連
中
が
相
当
ゐ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
ふ
４３
。

　

こ
の
積
年
の
批
判
な
る
も
の
は
、
大
別
し
て
二
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

一
つ
は
、『
暗
夜
行
路
』
に
お
け
る
龍
岡
に
対
す
る
批
判
と
同
じ
く
、
性

格
と
交
友
関
係
に
ま
つ
わ
る
疑
念
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
右
の
引
用
に

見
ら
れ
る
よ
う
な
、
作
家
・
画
家
・
思
想
家
と
し
て
の
「
君
」
に
対
す
る

直
接
的
な
批
判
で
あ
る
。「
僕
」
は
「
君
」
に
対
し
て
、「
最
も
低
俗
な
意

味
で
の
快
楽
主
義
」、
芸
術
を
軽
蔑
し
つ
つ
「
し
か
も
芸
術
の
分
ら
な
い

人
に
対
し
て
は
一
ト
か
ど
の
芸
術
家
面
を
し
て
ゐ
る
」
偽
善
、
あ
る
い
は

帰
朝
後
に
顕
著
に
な
っ
た
傲
慢
等
々
に
つ
い
て
、
次
々
に
論
う
。
こ
の
二

つ
が
、
自
己
密
着
原
理
主
義
者
の
志
賀
に
と
っ
て
別
物
で
な
い
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
に
見
た
脈
絡
に
よ
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
性
格
と
芸
術
は
密
着

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
有
島
武
郎
が
講
演
「
文
学
は
如
何
に
味
ふ

べ
き
か
」（『
女
学
世
界
』
一
九
一
九
・
一
一
～
一
二
）
な
ど
に
お
い
て
唱
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現
実
か
ら
飛
躍
す
る
虚
構
の
行
為
と
し
て
ミ
メ
ー
シ
ス
、
あ
る
い
は
異

化
・
非
日
常
化
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
う
ち
に
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
本
稿
で
検
証
し
た
『
白
樺
』
派
の
小
説
構
造
と
友
情
と
の
関
係
は
、

や
は
り
か
な
り
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

１�

大
岡
昇
平
「『
こ
ゝ
ろ
』
の
構
造
」（『
小
説
家
夏
目
漱
石
』、
一
九
八
八
・
五
、

筑
摩
書
房
）、
三
八
三
ペ
ー
ジ
。

２�

引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
１２
（
一
九
七
八
・
七
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る

（
六
五
二
ペ
ー
ジ
）。
こ
の
「
新
潮
合
評
会
」
の
参
加
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

徳
田
秋
声
・
近
松
秋
江
・
久
保
田
万
太
郎
・
広
津
和
郎
・
宇
野
浩
二
・
芥
川
龍

之
介
・
堀
木
克
三
・
藤
森
淳
三
・
中
村
武
羅
夫
。

３�

た
と
え
ば
、
関
口
安
義
編
『
芥
川
龍
之
介
新
辞
典
』（
二
〇
〇
三
・
一
二
、
翰
林

書
房
）
に
挙
げ
ら
れ
た
項
目
も
「『
小
説
の
筋
』
論
争
」
で
あ
る
（
二
九
九
ペ
ー

ジ
）。

４�

こ
の
問
題
に
肉
薄
す
る
傑
出
し
た
研
究
と
し
て
、
芥
川
と
ク
ロ
ー
チ
ェ
美
学
と

の
関
わ
り
に
も
触
れ
た
、
落
合
修
平
「『
詩
的
精
神
』
と
『
構
成
の
原
理
』

─

芥
川
龍
之
介
『
蜃
気
楼
』
に
つ
い
て

─
」（『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
１２
、
二
〇

一
八
・
七
）、
お
よ
び
同
「〈
意
識
的
芸
術
活
動
〉
説
・
再
考

─
芥
川
龍
之
介

の
文
芸
観
を
め
ぐ
っ
て

─
」（『
文
芸
研
究
』
140
、
二
〇
二
〇
・
二
）
が
あ
る
。

後
者
に
お
い
て
落
合
は
、「
こ
こ
で
は
「『
構
成
す
る
力
』
こ
そ
『
詩
的
精
神
』

で
あ
る
と
、
よ
り
積
極
的
に
主
張
し
て
お
き
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

え
た
、「
生
活
即
芸
術
」
説
に
も
対
応
す
る
理
念
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
有

島
は
そ
れ
を
徹
底
す
る
あ
ま
り
に
、
真
の
生
活
を
持
た
な
い
者
（
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
）
の
芸
術
は
欺
瞞
で
あ
る
と
す
る
「
宣
言
一
つ
」
の
自
己
批
判
へ

と
至
り
着
く
こ
と
に
な
る
。

　
『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
の
結
末
は
、「
僕
は
画
家
で
は
な
い
か
ら
年
と
共
に

そ
の
仕
事
が
光
り
を
増
す
と
い
ふ
わ
け
に
は
行
か
な
い
が
、
芸
術
に
対
す

る
信
心
は
却
々
変
へ
さ
う
も
な
い
。
君
が
君
の
持
つ
て
ゐ
る
よ
き
も
の
を

発
揮
し
、
再
び
画
業
に
精
進
す
る
や
う
な
事
で
も
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に
嬉

し
い
事
か
。
さ
う
い
ふ
奇
蹟
は
起
ら
ぬ
も
の
だ
ら
う
か
」
と
結
ば
れ
て
い

る
４４
。
有
島
の
『
宣
言
』
や
武
者
小
路
の
『
友
情
』
は
、
友
情
を
蝕
ま
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
構
造
的
美
観
」
を
実
現
し
た
。
こ
れ
は
、
密
着
で
は

な
く
む
し
ろ
離
反
の
方
向
性
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
志
賀
の
『
暗

夜
行
路
』
や
『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
は
、
自
己
密
着
実
感
原
理
に
基
づ
き
、

「
詩
的
精
神
」
と
し
て
の
友
情
を
媒
介
と
し
、
そ
し
て
書
く
こ
と
の
至
上

性
を
も
表
現
し
た
。
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
里
見
の

「
君
と
私
と
」
や
『
善
心
悪
心
』
は
、
両
者
の
要
素
を
含
み
つ
つ
独
自
性

を
養
い
、
里
見
の
培
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
ま
ご
こ
ろ
哲
学
」
へ
と
接
続
す

る
性
格
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
傾
斜
を
は
ら
む
と
は
い
え
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
詩
的
精
神
」
と
「
構
造
的
美
観
」
は
、
同
じ
く
言
語
に
よ
っ
て
実
現
さ

れ
る
文
芸
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
別
物
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
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５�

引
用
は
『
太
宰
治
全
集
』
１0
（
一
九
七
七
・
二
、
筑
摩
書
房
）
に
よ
る
（
三
七

二
ペ
ー
ジ
）。

６�

森
敦
は
創
作
ノ
ー
ト
『
吹
雪
か
ら
の
た
よ
り
』
に
お
い
て
、
現
実
か
ら
の
持
ち

込
み
の
大
き
い
小
説
を
「
非
密
蔽
小
説
」、
小
さ
い
小
説
を
「
密
蔽
小
説
」
と
呼

び
、
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
両
極
に
置
い
て
論
じ
た
。
中
村
三
春
「〈
ジ
ャ
ン
ル
〉
と

〈
構
造
〉
の
旅

─
『
月
山
』
と
森
敦
の
テ
ク
ス
ト
様
式

─
」（『
花
の
フ
ラ
ク

タ
ル　

２0
世
紀
日
本
前
衛
小
説
研
究
』（
二
〇
一
二
・
一
、
翰
林
書
房
）
参
照
。

７�

諸
坂
成
利
『
虎
の
書
跡　

中
島
敦
と
ボ
ル
ヘ
ス
、
あ
る
い
は
換
喩
文
学
論
』（
二

〇
〇
四
・
一
二
、
水
声
社
）、『
中
島
敦
「
古
譚
」
講
義
』（
二
〇
〇
九
・
一
一
、

彩
流
社
）。

８�

寺
澤
浩
樹
「
小
説
『
友
情
』
の
世
界

─
生
命
力
と
宗
教

─
」（『
武
者
小
路

実
篤
の
研
究

─
美
と
宗
教
の
様
式

─
』、
二
〇
一
〇
・
六
、
翰
林
書
房
）。

９�

引
用
は
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
５
（
一
九
八
八
・
八
、
小
学
館
）
に
よ
る

（
七
ペ
ー
ジ
）。

１0�「
こ
の
よ
う
に
し
て
、
幸
い
な
ひ
と
に
と
っ
て
、
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
自

然
の
本
性
に
し
た
が
っ
て
善
い
も
の
で
あ
り
快
い
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
の

も
の
自
体
と
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
あ
り
、
友
の
存
在
も
ま
た
、
か
れ
に
と
っ

て
、
こ
れ
に
似
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
友
も
ま
た
望
ま
し
い
も
の
の
一
つ

で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
か
れ
に
と
っ
て
望
ま
し
い
も
の
は
か
れ
に
そ
な
わ
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
彼
は
こ
の
点
で
欠
け
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
幸
福
で
あ
ろ
う
と
す
る
ひ
と
は
優
れ
た
友
を
必
要
と
す

る
こ
と
に
な
ろ
う
」（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
９
巻
第
９

章
、
加
藤
信
朗
訳
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
１３
、
一
九
七
三
・
四
、
岩
波
書

店
、
三
一
六
ペ
ー
ジ
）。

１１�

引
用
は
前
掲
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
５
に
よ
る
（
四
八
ペ
ー
ジ
）。

１２�

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
詩
学
』（
今
道
友
信
訳
、『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』
１７
、

一
九
七
二
・
八
、
岩
波
書
店
）。
ま
た
、
中
村
三
春
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
理
論
」

（『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
機
構
』、
一
九
九
四
・
五
、
ひ
つ
じ
書
房
）
参
照
。

１３�

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
「
短
篇
小
説
と
長
篇
小
説
の
構
造
」（『
散
文

の
理
論
』、
一
九
二
五
、
水
野
忠
夫
訳
、
一
九
八
二
・
四
、
せ
り
か
書
房
）、
一

一
六
～
一
一
七
ペ
ー
ジ
。

１４�

林
淑
美
「
横
光
利
一
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
一

九
八
三
・
一
〇
）。

１５�

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
「
方
法
と
し
て
の
芸
術
」（
前
掲
『
散
文
の
理

論
』）、
一
五
～
一
六
ペ
ー
ジ
。

１６�

引
用
は
前
掲
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
５
に
よ
る
（
一
四
ペ
ー
ジ
）。

１７�

詳
細
は
中
村
三
春
「
不
透
明
の
罪
状　
『
宣
言
』」（『
新
編　

言
葉
の
意
志　

有

島
武
郎
と
芸
術
史
的
転
回
』、
二
〇
一
一
・
二
、
ひ
つ
じ
書
房
）
参
照
。

１８�
ボ
リ
ス
・
ト
マ
シ
ェ
フ
ス
キ
ー
「
テ
ー
マ
論
」（
小
平
武
訳
、
水
野
忠
夫
編
『
ロ

シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
文
学
論
集
』
２
、
一
九
八
二
・
一
一
、
せ
り
か
書
房
）。

１９�

ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
『
文
芸
学
の
形
式
的
方
法
』（
一
九
二
八
、
桑
野
隆
・

佐
々
木
寛
訳
、
ミ
ハ
イ
ル
・
バ
フ
チ
ン
著
作
集
３
、
一
九
八
六
・
一
一
、
新
時
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代
社
）。

２0�

大
西
貢
「
志
賀
直
哉
と
里
見
弴
と
の
間
柄
」（『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
人
文

学
科
編
』
１
、
一
九
九
六
）、「
志
賀
直
哉
と
里
見
弴
と
の
確
執

─
『
暗
夜
行

路
』
草
稿
に
お
け
る
里
見
弴
の
役
割

─
」（
同
２
、
一
九
九
七
）、「
志
賀
直
哉

と
里
見
弴
と
の
絶
交
と
そ
の
経
緯
（
一
）

─
『
母
と
子
』
及
び
『
晩
い
初
恋
』

の
成
立
過
程

─
」（
同
３
、
一
九
九
七
）、「
志
賀
直
哉
と
里
見
弴
と
の
絶
交
と

そ
の
経
緯
（
二
）

─
『
夏
絵
』
と
『
題
を
つ
け
な
い
小
説
』
と
の
成
立
過
程

─
」（
同
４
、
一
九
九
八
）、「
志
賀
直
哉
と
里
見
弴
と
の
絶
交
と
そ
の
経
緯

（
三
）

─
『
善
心
悪
心
』
の
成
立
過
程

─
」（
同
５
、
一
九
九
八
）。

２１�

た
だ
し
、
志
賀
直
哉
『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
の
場
合
、
事
実
上
の
名
宛
て
人
で
あ

る
有
島
生
馬
は
、
こ
の
作
品
を
読
ま
な
か
っ
た
ふ
し
が
あ
る
。
小
谷
野
敦
『
里

見
弴
伝　
「
馬
鹿
正
直
」
の
人
生
』（
二
〇
〇
八
・
二
、
中
央
公
論
新
社
）
参
照
。

２２�『
志
賀
直
哉
全
集
』
７
（
一
九
七
四
・
一
、
岩
波
書
店
）。

２３�

引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集
』
７
、
一
九
七
四
・
一
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
（
一

三
三
ペ
ー
ジ
）。

２４�

引
用
は
『
里
見
弴
全
集
』
１
（
一
九
七
七
・
一
〇
、
筑
摩
書
房
）
に
よ
る
（
三

五
四
ペ
ー
ジ
）。

２５�

小
谷
野
敦
『
里
見
弴
伝　
「
馬
鹿
正
直
」
の
人
生
』（
前
掲
）。

２６�

仮
名
の
代
わ
り
に
、
変
名
・
偽
名
・
別
名
な
ど
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
も
で
き

る
。『
白
樺
』
派
の
小
説
の
場
合
、
人
物
名
に
仮
名
と
実
名
の
混
じ
る
作
品
も
多

い
。

２７�

本
多
秋
五
『「
白
樺
」
派
の
文
学
』（
一
九
六
〇
・
九
、
新
潮
文
庫
）
の
章
題
に

よ
る
。

２８�

引
用
は
『
新
訂
小
林
秀
雄
全
集
』
４
（
一
九
七
八
・
八
、
新
潮
社
）
に
よ
る

（
一
六
～
一
七
ペ
ー
ジ
）。

２９�

引
用
は
同
書
に
よ
る
（
一
一
五
ペ
ー
ジ
）。

３0�

紅
野
謙
介
「
志
賀
直
哉
『
剃
刀
』
を
め
ぐ
る
演
習

─
文
学
へ
の
解
放
／
文
学

か
ら
の
解
放

─
」（『
学
叢
』
４６
、
一
九
八
九
・
三
）。

３１�

横
光
利
一
「
文
芸
時
評
（
三
）」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
二
八
・
一
二
）

３２�

本
多
秋
五
「
自
我
脱
却
に
よ
る
再
生
」（『
志
賀
直
哉
』
下
、
一
九
九
〇
・
二
、

岩
波
新
書
）、
二
四
〇
～
二
四
二
ペ
ー
ジ
。

３３�

寺
澤
浩
樹
「
小
説
『
友
情
』
の
世
界
」（
前
掲
）、
二
一
七
ペ
ー
ジ
。

３４�『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』
に
お
け
る
思
想
の
論
理
と
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、

中
村
三
春
「
他
者
と
し
て
の
愛

─
『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』」（
前
掲
『
新
編　

言
葉
の
意
志　

有
島
武
郎
と
芸
術
史
的
転
回
』）
参
照
。

３５�「
宣
言
一
つ
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
村
三
春
「
反
啓
蒙
の
弁
証
法

─
『
宣

言
一
つ
』
及
び
小
林
多
喜
二
「
党
生
活
者
」
と
表
象
の
可
能
性
」（
前
掲
『
新
編　

言
葉
の
意
志　

有
島
武
郎
と
芸
術
史
的
転
回
』）
参
照
。

３６�
小
谷
野
敦
『
里
見
弴
伝　
「
馬
鹿
正
直
」
の
人
生
』（
前
掲
）、
八
〇
ペ
ー
ジ
。

３７�
引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集
』
５
（
一
九
七
三
・
六
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
（
二

五
ペ
ー
ジ
）。

３８�

程
度
の
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
私
小
説
で
あ
る
と
同
時
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
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で
も
あ
る
小
説
を
書
い
た
作
家
と
し
て
、
堀
辰
雄
や
太
宰
治
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
芥
川
龍
之
介
を
崇
敬
し
、
卒
業
論
文
に
「
芥
川
龍
之
介
論

─
芸
術

家
と
し
て
の
彼
を
論
ず

─
」（
一
九
二
九
・
一
提
出
）
を
執
筆
し
た
堀
は
、
初

期
の
一
連
の
評
論
「
詩
人
も
計
算
す
る
」（
一
九
二
九
・
五
～
一
九
三
〇
・
五
、

後
に
再
編
集
し
て
新
潮
社
版
『
堀
辰
雄
全
集
』
５
、
一
九
五
五
・
三
）
に
お
い

て
、「
詩
的
精
神
」（「
詩
人
」）
と
「
構
造
的
美
観
」（「
計
算
」）
と
を
止
揚
す
る

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
理
論
を
提
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

３９�

大
西
貢
「『
蝕
ま
れ
た
友
情
』
成
立
の
前
提
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇

〇
三
・
八
）。

４0�

宮
越
勉
「
今
後
の
日
本
は
文
化
的
一
等
国
で
あ
り
得
る
か

─
『
蝕
ま
れ
た
友

情
』
の
文
学
的
戦
略

─
」（『
志
賀
直
哉　

芸
術
小
説
を
書
き
続
け
た
文
豪
』、

二
〇
一
八
・
一
二
、
お
う
ふ
う
）。

４１�

同
、
四
五
六
ペ
ー
ジ
。

４２�

引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集
』
４
（
一
九
七
三
・
一
〇
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る

（
二
六
一
ペ
ー
ジ
）。

４３�

引
用
は
同
書
に
よ
る
（
二
六
四
ペ
ー
ジ
）。

４４�

引
用
は
同
書
に
よ
る
（
二
八
一
ペ
ー
ジ
）。

　

本
稿
は
二
〇
一
二
年
一
二
月
一
日
、
埼
玉
学
園
大
学
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
有

島
武
郎
研
究
会
第
五
二
回
全
国
大
会
の
特
集
「〈
友
情
／
絆
〉
を
読
む
」
に
お
け
る

口
頭
発
表
の
草
稿
を
基
と
し
、
若
干
の
加
筆
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。


