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は
じ
め
に

　

有
島
武
郎
の
書
簡
体
小
説
『
宣
言
』
は
『
白
樺
』（
大
四
・
七
、
一

〇
～
一
二
）
に
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
加
筆
修
正
さ
れ
て
有
島
武
郎
著

作
集
第
二
輯
（
大
六
・
一
二
、
新
潮
社
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
物
語
は
、

青
年
Ａ
・
Ｂ
に
よ
る
往
復
書
簡
と
、
物
語
終
盤
の
Ａ
の
書
簡
に
引
用
さ
れ

る
女
性
Ｙ
子
の
手
記
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
Ａ
の
Ｙ
子
へ
の
恋
愛
の
告
白

を
中
心
と
す
る
前
半
（
一
九
一
二
・
九
・
一
五
～
一
〇
・
二
二
）
と
、
Ｂ

と
Ｙ
子
の
接
近
を
中
心
と
す
る
後
半
（
一
九
一
四
・
一
・
四
～
二
・
二

三
）
の
時
期
に
分
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
書
簡
に
お
け
る
年
月
日
は
一
貫
し

て
西
暦
で
表
記
さ
れ
る
。
三
角
関
係
を
題
材
と
し
た
小
説
と
し
て
本
作
と

比
較
さ
れ
る
、
夏
目
漱
石
『
こ
ゝ
ろ
』（
大
三
・
九
、
岩
波
書
店
）
が
乃

木
希
典
の
自
殺
を
象
徴
的
に
取
り
上
げ
た
の
と
は
対
照
的
に
、『
宣
言
』

で
は
最
初
の
書
簡
の
日
付
が
こ
の
事
件
の
二
日
後
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず

一
切
言
及
さ
れ
ず
、
ま
た
明
治
か
ら
大
正
へ
の
元
号
の
変
化
も
想
起
さ
れ

な
い
。
一
方
で
、
作
中
に
多
く
の
恋
愛
物
語
が
引
用
さ
れ
る
と
い
う
点
で

は
、
同
じ
く
漱
石
の
『
そ
れ
か
ら
』（
明
四
三
・
一
、
春
陽
堂
）
と
類
似

し
て
い
る
。

　

有
島
武
郎
研
究
の
端
緒
を
開
い
た
の
は
本
多
秋
五
で
あ
る
が
、『
宣
言
』

に
つ
い
て
は
「
四
畳
半
の
浅
酌
低
唱
を
イ
タ
リ
ヤ
の
大
オ
ペ
ラ
並
み
」
に

扱
う
、「
物
々
し
い
文
体
」１
で
あ
る
と
批
判
し
た
。
一
方
安
川
定
男
が
、

「
近
代
的
個
人
主
義
の
自
覚
を
前
提
と
し
て
始
め
て
提
起
さ
れ
た
運
命
的

突
然
変
異
と
恋
愛
の
不
確
か
さ�

�

─
有
島
武
郎
『
宣
言
』
論

─
中
村　

建
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な
恋
愛
と
友
情
と
の
葛
藤
の
問
題
を
、
漱
石
が
提
起
し
た
よ
り
も
も
っ
と

明
確
な
主
題
的
意
図
の
も
と
に
取
り
上
げ
て
追
求
し
た
、
日
本
で
最
初
の

小
説
」２
と
述
べ
て
以
降
、
運
命
的
な
恋
愛
と
友
情
の
葛
藤
と
い
う
三
角

関
係
を
描
い
た
小
説
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
に
、
山
田

昭
夫
は
「
三
角
関
係
に
決
着
を
つ
け
る
決
定
権
を
握
っ
て
い
る
の
は
Ｙ
子

だ
か
ら
、
彼
女
こ
そ
主
役
で
あ
る
」３
と
論
じ
、
そ
の
後
の
多
く
の
研
究

に
影
響
を
与
え
た
。
つ
ま
り
、
男
性
で
あ
る
Ａ
・
Ｂ
が
批
判
的
に
見
ら
れ

た
の
に
対
し
、
女
性
で
あ
る
Ｙ
子
が
真
の
「
覚
醒
」
を
果
た
し
た
と
し
て
、

特
別
な
地
位
が
与
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
Ｙ
子
に
婚
約

を
破
棄
さ
れ
る
Ａ
に
対
す
る
批
判
は
大
き
く
、
板
井
浩
子
は
「
Ａ
が
Ｙ
子

へ
の
愛
と
誤
認
し
て
い
る
そ
の
内
実
は
、
性
的
な
も
の
の
吸
引
力
で
は
な

い
か
」４
と
し
、
吉
田
俊
彦
は
「
制
度
化
さ
れ
た
日
常
的
習
慣
や
権
威
を

拠
り
所
に
純
化
さ
れ
た
独
善
的
愛
の
、
不
遜
な
権
威
主
義
と
滑
稽
な
虚
妄

性
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
」５
と
強
く
批
判
し
た
。
ま
た
、
Ｙ
子
に
選

ば
れ
た
Ｂ
へ
の
批
判
は
多
く
な
い
も
の
の
、
事
態
の
変
化
を
正
確
に
報
告

せ
ず
仄
め
か
し
に
終
始
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
た
。
例
え
ば
野
島
秀
勝

は
、「
突
然
変
異
説
に
託
し
て
変
心
を
自
ら
に
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
底

意
は
、
い
さ
さ
か
卑
怯
不
潔
で
は
な
い
か
」６
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の

突
然
変
異
説
の
引
用
に
つ
い
て
は
本
稿
で
詳
し
く
論
じ
る
。

　

一
方
、
Ｙ
子
に
つ
い
て
は
、
石
丸
晶
子
が
、「
Ｙ
子
の
深
い
「
覚
醒
」

が
、
Ｂ
の
煮
え
切
ら
な
い
半
端
な
「
覚
悟
」
を
彼
女
と
同
じ
レ
ベ
ル
の

「
覚
醒
」
へ
と
連
れ
出
し
た
」７
と
述
べ
、
佐
々
木
靖
章
も
、「
Ｙ
子
の
霊

力
」
に
よ
り
Ｂ
も
「
霊
と
肉
の
一
致
の
境
地
」
に
向
か
い
、
こ
の
二
人
が

「
相
互
補
完
的
存
在
」８
に
な
る
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
Ｙ
子
の
覚
醒
を
特

権
化
す
る
傾
向
は
、
人
物
論
に
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
そ
れ
ま
で
の
研
究
に

対
し
、
真
実
を
述
べ
る
筈
の
書
簡
や
宣
言
の
虚
構
性
や
不
透
明
性
を
指
摘

し
た
中
村
三
春
の
研
究
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
成
長

に
よ
っ
て
真
実
の
愛
に
覚
醒
し
、
不
自
然
な
外
的
束
縛
で
あ
る
結
婚
を
打

ち
破
る
Ｙ
子
の
姿
が
鮮
明
に
造
型
さ
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
は
動
か
な
い

だ
ろ
う
」９
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、『
宣
言
』
に
は
恋
愛
物
語
を
初
め

と
す
る
多
く
の
書
物
が
Ａ
と
Ｂ
の
書
簡
に
引
用
さ
れ
、
彼
ら
は
そ
れ
ら
を

受
容
し
、
模
倣
す
る
こ
と
で
恋
愛
し
て
い
る
。
一
方
、
Ｙ
子
は
一
見
自
分

の
言
葉
で
告
白
し
て
お
り
、
真
の
「
覚
醒
」
を
果
た
し
た
と
解
釈
で
き
る
。

こ
の
様
相
を
踏
ま
え
た
石
田
仁
志
は
、『
宣
言
』
が
二
人
の
男
性
に
よ
る

恋
愛
物
語
の
形
成
と
解
体
で
あ
り
、
Ｙ
子
の
「
覚
醒
、
自
覚
」
が
彼
ら
を

相
対
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
彼
女
の
「「
恋
」
は
あ
ま
り
に
も

唐
突
で
あ
り
、
彼
女
が
手
記
で
語
る
「
成
長
」
が
「
心
に
起
き
る
性
欲
」

の
自
覚
で
し
か
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
も
ま
た
浅
薄
で
あ
る
」１0
と
も
述

べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
石
田
の
指
摘
や
、
書
簡
の
虚
構
性
と
い
う
前
述

の
中
村
の
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、
Ａ
や
Ｂ
だ
け
で
な
く
、
Ｙ
子
を
も
相
対
化

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
稿
で
は
、『
宣
言
』
の
書
簡
に
、
突
然
変
異
説
と
い
う
生
物
学
上
の
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学
説
を
始
め
と
し
て
、
聖
書
、
恋
愛
物
語
、
絵
画
な
ど
が
多
く
引
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
最
初
に
、
有
島
武
郎
の
突
然
変
異
説
の
受
容

お
よ
び
、『
宣
言
』
で
の
同
説
へ
の
言
及
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
次
に
、

『
宣
言
』
の
登
場
人
物
が
多
様
な
引
用
に
よ
っ
て
、
自
身
を
そ
れ
に
擬
え

な
が
ら
恋
愛
を
進
展
さ
せ
る
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
述
べ
る
。
最
後
に
、

突
然
変
異
説
が
他
の
恋
愛
物
語
と
同
様
に
、
三
者
関
係
の
変
異
を
正
当
化

す
る
機
能
を
有
し
つ
つ
、
恋
愛
そ
の
も
の
の
不
確
か
さ
を
示
唆
す
る
機
能

も
合
わ
せ
持
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。

一
　『
宣
言
』
に
お
け
る
突
然
変
異
説
の
受
容

　

Ａ
と
Ｂ
は
生
物
学
を
専
攻
す
る
学
生
で
あ
り
、
Ｂ
は
結
核
を
患
っ
て
い

る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
物
語
の
前
半
で
は
、
東
京
の
Ａ
と
那
須
に
滞
在

す
る
Ｂ
と
の
間
で
書
簡
が
交
わ
さ
れ
る
。
後
半
で
は
、
Ａ
が
父
の
死
去
に

伴
い
、
実
家
の
生
計
を
立
て
る
た
め
に
仙
台
に
帰
郷
す
る
一
方
、
Ｂ
は
小

笠
原
諸
島
で
研
究
に
必
要
な
デ
ー
タ
を
集
め
た
後
、
東
京
に
戻
っ
て
論
文

を
執
筆
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
Ｙ
子
に
関
す
る
話
題
に
混
じ
っ
て
、
彼

ら
の
専
門
で
あ
る
生
物
学
に
関
す
る
話
題
も
書
簡
に
登
場
す
る
。
例
え
ば
、

最
初
の
書
簡
（
九
・
一
五
）
で
Ａ
は
、「
皆
ん
な
で
羽
田
の
方
に
採
集
に

行
く
筈
だ
つ
た
」１１
と
述
べ
、
Ｂ
の
「
蜻
蛉
の
幼
虫
と
気
管
に
関
す
る
研

究
」
を
読
も
う
と
し
た
と
も
書
い
て
い
る
（
一
〇
・
六
）。
後
半
で
も
Ａ

は
、「M

endelism
us

」（
遺
伝
学
）
に
つ
い
て
の
本
を
読
ん
で
い
る
と
述

べ
て
い
る
（
一
・
一
二
）。
ま
た
、
後
に
引
用
す
る
よ
う
に
、
Ｂ
は
突
然

変
異
説
を
実
証
し
よ
う
と
す
る
旨
を
書
い
て
お
り
、
こ
れ
が
三
者
関
係
を

暗
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
突
然
変
異
説
と
は
、
一
九
〇
一
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ユ
ー
ゴ
ー
・

ド
・
フ
リ
ー
ス
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
学
説
で
あ
り
、
遺
伝
物
質
が
突
然

変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
物
の
進
化
へ
の
材
料
を
提
供
す
る
と
い
う

も
の
で
、
現
在
で
は
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
宣
言
』
の
舞
台
で
あ
る
一
九
一
〇
年
代
（
大
正
初
期
）
に
は
、
佐
々
木

さ
よ
が
「
動
物
に
よ
る
証
明
が
不
足
」１２
し
て
い
た
と
述
べ
た
よ
う
に
、

突
然
変
異
説
を
め
ぐ
っ
て
世
界
的
に
議
論
が
分
か
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、

同
時
代
の
日
本
の
進
化
論
の
教
科
書
と
し
て
著
名
な
も
の
に
、
永
井
潜

『
生
命
論
』（
大
二
・
七
、
洛
陽
堂
）
と
丘
浅
次
郎
『
増
補
進
化
論
講
話
』

（
大
三
・
一
一
、
開
成
館
）
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
永
井
は
、「
ダ
ー
ヰ
ン
の

淘
汰
説
の
如
く
、
外
界
の
変
動
に
よ
つ
て
惹
起
さ
れ
た
形
質
の
変
化
に
重

き
を
置
く
の
は
頗
る
其
当
を
失
つ
た
者
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
茲
に
於
て

か
ド
、
フ
リ
ー
は
、
新
種
族
を
分
ち
出
す
原
因
と
し
て
激
変
の
現
象
が
尤

も
大
切
な
る
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
」１３
と
突
然
変

異
説
を
肯
定
的
に
紹
介
し
た
一
方
、
丘
は
「
新
し
い
種
属
の
起
る
源
は
、

全
く
突
然
変
異
の
み
に
限
る
と
説
い
て
居
る
が
、
多
く
の
事
実
に
照
ら
し

合
せ
て
見
る
と
、
是
は
余
程
疑
は
し
い
」１４
と
否
定
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
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い
う
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
１８
。

　

で
は
、『
宣
言
』
に
お
い
て
突
然
変
異
説
は
ど
の
よ
う
に
登
場
す
る
の

だ
ろ
う
か
。
Ｂ
は
、
二
月
三
日
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

僕
は
終
日
研
究
室
に
あ
つ
て
、
獅
子
の
如
く
…
…
真
に
獅
子
の
如

く
…
…
働
い
て
ゐ
る
。M

utation�Theorie

の
反
駁
者
に
対
し
て
、

ド
フ
リ
ス
の
為
め
に
援
護
の
陣
を
張
ら
う
と
す
る
の
だ
。
僕
に
取

つ
て
、
ド
フ
リ
ス
の
主
張
す
る
突
発
変
種
は
可
能
事
だ
。
僕
の
内

部
的
要
求
は
そ
の
可
能
を
信
ぜ
し
め
る
。

─
君
は
僕
の
先
入
主

観
か
ら
出
発
す
る
非
科
学
的
態
度
を
嗤
は
う
と
す
る
か
。
然
し
新

学
説
の
唱
道
者
に
し
て
、
僕
と
同
様
に
先
入
主
観
を
持
た
な
か
つ

た
も
の
は
嘗
て
な
い
。
ダ
ー
ヰ
ン
の
自
叙
伝
は
最
も
よ
く
是
れ
を

語
つ
て
居
る
。
彼
れ
が
生
物
進
化
の
現
象
に
対
す
る
暗
示
を
受
け

た
時
、
彼
れ
の
実
験
は
彼
れ
を
し
て
こ
の
大
胆
な
る
想
像
を
懐
か

し
む
べ
き
程
度
に
は
達
し
て
居
な
か
つ
た

─
加
之
、
僕
はFauna

中
に
も
ド
フ
リ
ス
を
利
益
す
べ
き
根
拠
あ
るdeta

を
多
少
集
め
得

た
と
信
ず
る
。
僕
は
、
勿
論
、
科
学
的
良
心
を
忘
れ
て
、
事
実
の

否
定
を
冒
し
て
ま
で
、
暗
示
を
弁
護
す
る
や
う
な
事
は
し
な
い
。

然
し
突
発
変
種
の
仮
説
が
決
定
す
る
こ
と
は
、
僕
に
取
つ
て
、
科

学
的
勝
利
以
上
、
性
格
の
満
足
を
完
ら
し
め
る
で
あ
ら
う
。

よ
う
な
時
代
背
景
の
た
め
に
、
Ｂ
は
「Fauna

」（
動
物
相
）
の
デ
ー
タ

に
基
づ
い
て
突
然
変
異
説
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
１５
。

　

続
い
て
、『
宣
言
』
の
作
者
で
あ
る
有
島
が
突
然
変
異
説
を
受
容
し
た

経
緯
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
不
明
な
部
分
が
多
い
。
た
だ
し
、

前
述
の
佐
々
木
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
有
島
の
札
幌
農
学
校
時
代
の

同
級
生
に
木
村
徳
蔵
と
い
う
生
物
学
者
が
い
た
こ
と
と
、
こ
れ
に
加
え
て
、

有
島
の
東
北
帝
国
大
学
農
科
大
学
の
教
員
時
代
に
交
流
が
あ
っ
た
学
生
の

中
に
後
の
遺
伝
学
者
・
田
中
義
麿
１６
が
い
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
人
物

か
ら
知
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

そ
の
受
容
の
過
程
は
判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
突
然
変
異
説
が
人
間
論

に
拡
大
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
島
の
「
本
能
的
生
活
」
論
を
支

え
る
論
拠
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
中
村
三
春
１７
が
指
摘
し
た
通
り
で

あ
る
。
例
え
ば
、「
内
部
生
活
の
現
象
」（『
婦
人
之
友
』
大
九
・
一
）
で

は
、
ド
・
フ
リ
ー
ス
が
実
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
、「
月
見
草
」（
オ

オ
マ
ツ
ヨ
イ
グ
サ
）
に
お
け
る
突
然
変
異
が
紹
介
さ
れ
、「
月
見
草
の
内

的
本
能
の
現
れ
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、「
人
間
に
あ
っ
て
も

こ
の
強
い
要
求
な
り
本
能
な
り
は
、
一
人
々
々
の
人
間
の
内
部
に
、
積
極

的
に
外
界
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
衝
動
と
な
つ
て
現
は
れ
」
る
と
主
張
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
代
表
的
な
評
論
「
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
」（
有
島
武

郎
著
作
集
第
十
一
輯
『
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
』
大
九
・
六
、
叢
文
閣
）
で

も
、
こ
の
よ
う
な
衝
動
こ
そ
が
各
個
人
の
個
性
を
創
造
す
る
力
で
あ
る
と
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Ｂ
は
自
身
の
「
先
入
主
観
」
か
ら
「
突
発
変
種
の
仮
説
」（
突
然
変
異

説
）
を
信
じ
、
彼
自
身
が
集
め
た
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
論
証
す
る
論

文
を
発
表
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
三
日
後
の
六
日
の
書
簡
で
Ｂ

は
、
こ
の
論
文
の
出
版
を
断
っ
た
と
述
べ
、
同
時
に
Ａ
の
妹
Ｎ
子
と
の
結

婚
を
申
し
込
む
。
さ
ら
に
、
翌
七
日
に
は
前
日
の
手
紙
の
「
全
部
」
を
取

り
消
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
後
の
Ｙ
子
の
手
記
に
よ
っ
て
判
明
す
る
こ

と
だ
が
、
Ｙ
子
と
Ｂ
の
接
近
を
回
避
す
る
た
め
に
、
彼
女
が
Ｂ
に
Ｎ
子
と

の
結
婚
を
助
言
し
、
そ
の
取
り
消
し
も
ま
た
Ｙ
子
の
依
頼
に
よ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
Ｂ
の
突
然
変
異
説
の
論
文
の
件
と
、
三
者
関
係
の
変

異
と
が
平
行
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
佐
々
木
さ
よ
は
、

Ｂ
が
「
発
見
し
た
自
然
科
学
的
「
真
実
」
は
明
瞭
化
顕
在
化
し
、
明
視
し

得
た
Ｙ
子
と
の
「
運
命
」
上
の
「
真
実
」」
を
隠
蔽
す
る
行
為
は
「
人
間

の
内
面
と
自
然
科
学
と
を
断
絶
し
な
い
」１９
彼
の
考
え
方
を
裏
切
る
も
の

で
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
最
終
的
に
人
間
の
内
面
と
自
然
科
学
と
を
統

合
す
る
の
が
Ｙ
子
の
覚
醒
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
Ｂ
は
一
時
的
に
、
三

者
関
係
の
変
異
と
突
然
変
異
説
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
回

避
す
る
た
め
に
、
Ｎ
子
へ
の
結
婚
の
申
し
込
み
と
論
文
の
撤
回
を
行
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
Ｙ
子
が
最
終
的
に
Ｂ
へ
の
恋
愛
の
告
白
と
い
う
形
で
関

係
の
変
異
を
認
め
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
Ｙ
子
が
両
者
を
統
合
し
た
と

言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
も
ま
た
、
Ｙ
子
を
特
権
化
す
る
き
ら
い
が

あ
る
。
次
節
以
降
で
は
、『
宣
言
』
に
お
け
る
恋
愛
物
語
を
初
め
と
す
る

多
数
の
引
用
に
つ
い
て
の
分
析
を
通
し
て
、
Ｙ
子
を
も
相
対
化
す
る
と
と

も
に
、
突
然
変
異
説
が
引
用
さ
れ
て
い
る
効
果
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二
　『
宣
言
』
に
お
け
る
引
用
と
恋
愛
の
展
開

　
『
宣
言
』
で
は
、
Ｂ
が
Ａ
と
Ｙ
子
の
媒
を
す
る
前
半
、
Ｂ
と
Ｙ
子
が
接

近
す
る
後
半
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
西
欧
の
恋
愛
物
語
（
演
劇
）
が
引
用
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
者
の
関
係
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　

前
半
で
は
、
Ａ
が
登
別
の
温
泉
で
目
に
し
た
見
知
ら
ぬ
少
女
へ
の
恋
を

告
白
し
た
の
に
対
し
て
Ｂ
は
、
彼
女
と
自
分
が
同
じ
教
会
に
所
属
し
て
い

た
た
め
に
、
仲
を
取
り
持
つ
「
薔
薇
の
騎
士
」
の
役
目
を
勤
め
る
と
答
え

る
（
一
〇
・
一
八
）。
こ
れ
は
、
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
オ
ペ
ラ
『
薔
薇

の
騎
士
』（
一
九
一
一
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
オ
ペ
ラ
は
、
あ
る

貴
族
男
性
の
結
婚
の
申
込
を
伝
え
る
「
薔
薇
の
騎
士
」
の
役
目
を
担
う
青

年
が
、
最
終
的
に
そ
の
女
性
と
結
ば
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、『
宣

言
』
も
同
様
の
結
末
を
辿
る
こ
と
に
な
る
。

　

後
半
で
は
、
Ｂ
と
Ｙ
子
に
対
す
る
Ａ
の
疑
念
が
膨
ら
む
中
、
自
身
と
Ｙ

子
の
動
静
を
伝
え
る
書
簡
で
Ｂ
は
、
あ
る
日
二
人
が
「
会
読
」
し
た
の
が
、

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
の
戯
曲
『
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ー
ヌ
と
セ
リ
セ
ッ
ト
』（
一
八

九
六
）２0
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
（
二
・
九
）。
こ
の
戯
曲
は
、
一
人
の
男
性

と
二
人
の
女
性
と
い
う
三
角
関
係
の
中
で
、
女
性
の
一
人
が
残
り
の
二
人
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の
た
め
に
自
殺
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
Ｂ
と
Ｙ
子
は
こ
れ
を
読
ん

で
「
運
命
の
真
実
」
に
お
の
の
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
Ｂ
は
、「
人
間
が

真
実
に
目
覚
め
」
る
に
従
っ
て
「
苦
し
い
運
命
に
這
入
り
込
ん
で
」
し
ま

う
場
合
こ
そ
が
「
悲
劇
」
だ
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
運
命
の
真
実
」
と

は
、
も
ち
ろ
ん
Ｂ
と
Ｙ
子
の
接
近
の
こ
と
で
あ
り
、
Ｙ
子
の
手
記
か
ら
逆

算
す
る
と
、
こ
の
会
読
の
時
点
で
既
に
彼
女
は
Ｂ
に
恋
愛
感
情
を
抱
い
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
物
語
の
展
開
に
即
し
て
、
そ
れ
ら
の
引
用
に
つ
い
て
確
認
し
て

み
よ
う
。
Ａ
と
Ｂ
は
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
（
後
に
Ｂ
は
教
会
を
退
会
す

る
）
で
あ
っ
た
た
め
、
物
語
の
序
盤
で
は
パ
ウ
ロ
が
説
い
た
禁
欲
主
義
と

恋
愛
の
関
係
が
語
ら
れ
る
。
最
初
の
書
簡
で
Ａ
は
、
パ
ウ
ロ
と
ト
ル
ス
ト

イ
を
挙
げ
て
恋
愛
を
語
る
こ
と
を
躊
躇
し
、
Ｂ
の
恋
愛
観
を
問
う
（
九
・

一
五
）。
こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
は
、
そ
の
よ
う
な
禁
欲
主
義
を
否
定
し
、「
若

し
僕
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
よ
り
先
き
に
生
き
て
ゐ
た
ら
、
彼
れ
を
し
て
あ

の
「
陶
酔
」
と
い
ふ
散
文
詩
を
先
駆
け
は
さ
せ
な
か
つ
た
ら
う
」２１
と
述

べ
て
、
恋
愛
を
肯
定
す
る
（
九
・
二
〇
）。
こ
の
返
事
を
受
け
て
、
Ａ
は

自
身
の
恋
愛
を
告
白
す
る
。
Ａ
は
幼
少
期
に
好
き
だ
っ
た
女
性
と
、
登
別

の
温
泉
で
見
か
け
た
少
女
（
Ｙ
子
）
と
を
重
ね
せ
る
。
そ
の
上
で
Ａ
は
自

分
を
「
ダ
ビ
デ
」
に
擬
え
つ
つ
、
こ
の
少
女
の
姿
を
「
ボ
ッ
チ
チ
ェ
リ
の

ヴ
ィ
ナ
ス
誕
生
の
画
」
に
例
え
て
彼
女
の
肉
体
を
夢
想
す
る
。
そ
の
一
方

で
、「
ト
イ
フ
ェ
ス
ド
ロ
ッ
ク
の
や
う
に
矻
々
と
自
分
を
築
き
上
げ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
カ
ー
ラ
イ
ル
の
『
衣
装
哲
学
』（
一
八
三
三
～
三
四
）

の
主
人
公
の
名
を
挙
げ
て
自
分
を
戒
め
る
（
一
〇
・
六
）。

　

物
語
の
後
半
で
は
、
父
の
死
去
に
よ
り
傾
い
た
家
産
を
立
て
直
す
べ
く

働
く
Ａ
が
、「
シ
ラ
ー
の
ロ
バ
ル
ト
で
は
な
い
が
、
顳
顬
か
ら
血
の
滲
み

出
る
ま
で
働
か
う
」
と
シ
ラ
ー
の
戯
曲
『
群
盗
』（
一
七
八
一
）
の
主
人

公
の
台
詞
を
引
用
し
て
い
る
（
二
・
五
）。
こ
の
台
詞
は
二
月
一
一
日
の

書
簡
に
も
登
場
す
る
が
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
こ
の
手
紙
で
は
聖
書
か
ら

の
引
用
も
見
ら
れ
る
。

僕
は
神
の
摂
理
に
よ
つ
て
ア
ダ
ム
が
ヱ
バ
を
見
た
や
う
に
、
彼
女

を
見
た
の
だ
。
ア
ダ
ム
は
ヱ
バ
を
措
い
て
牝
鹿
と
は
伴
偶
に
は
な

れ
な
か
つ
た
。
僕
も
さ
う
だ
。
僕
は
裸
か
で
創
り
出
さ
れ
た
事
を

知
つ
て
ゐ
る
。
僕
は
神
に
裸
か
で
創
り
出
さ
れ
た
事
を
知
つ
て
ゐ

る
。
僕
は
神
に
対
し
て
潔
く
自
分
の
本
来
の
無
一
物
で
あ
る
事
を

肯
ふ
が
、
若
し
Ｙ
子
が
僕
か
ら
取
去
ら
れ
た
な
ら
、
僕
は
つ
ぶ
や

か
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
だ
ら
う
。［
…
］
僕
は
謙
虚
で
あ
ら
れ
る

だ
け
謙
虚
で
あ
つ
た
積
り
だ
。
僕
は
顳
顬
か
ら
血
の
滲
み
出
る
ま

で
働
か
う
と
し
た
。

　

Ａ
は
二
人
へ
の
疑
念
を
抱
き
な
が
ら
も
、
旧
約
聖
書
の
ア
ダ
ム
と
エ
バ

を
持
ち
出
し
て
、
自
分
と
Ｙ
子
の
関
係
こ
そ
が
神
の
摂
理
に
従
っ
た
正
し
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い
も
の
で
あ
る
と
信
じ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
引
用
部
分
か
ら
も
分
か
る
よ

う
に
、
Ａ
の
引
用
に
は
「
の
や
う
に
」
と
、
自
ら
を
引
用
元
の
内
容
に
重

ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
表
現
が
頻
出
し
、
自
身
を
理
想
化
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
手
紙
で
聖
書
が
持
ち
出
さ
れ

て
い
る
の
は
、
二
月
五
日
の
Ａ
の
書
簡
に
引
用
さ
れ
て
い
る
Ｙ
子
の
書
簡

の
、
聖
母
マ
リ
ア
が
「
聖
霊
を
孕
」
ん
だ
よ
う
な
苦
し
み
が
、
マ
リ
ア
の

夫
で
あ
る
「
ヨ
セ
フ
に
も
増
し
た
善
良
な
な
つ
か
し
い
」
Ａ
に
は
理
解
し

て
も
ら
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
新
訳
聖
書
を
引
用
し
た
表
現
へ
の

反
応
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
ほ
か
Ａ
が
、
自
分
の
父
の
座
右
に
あ
っ
た

書
と
し
て
「
荘
子
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
、
カ
ー
ル
、
マ
ー
ク
ス
の
「
資
本

論
」」（
一
・
五
）
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
も
、
引
用
の
多
さ
を
際
立
た
せ
て

い
る
。

　

一
方
の
Ｂ
は
、
二
月
九
日
の
書
簡
で
、
Ｙ
子
の
家
に
引
っ
越
し
た
当
初
、

自
分
に
割
り
当
て
ら
れ
た
部
屋
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
絵
画
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

僅
か
ば
か
り
の
荷
物
を
例
の
赤
毛
布
に
ひ
つ
く
る
ん
で
、
こ
の
家

に
越
し
て
来
た
時
、
Ｙ
子
さ
ん
のm

etam
orphosis

は
恐
ろ
し
く

急
激
な
根
本
的
な
相
を
呈
し
て
居
た
。［
…
］
僕
の
も
の
と
決
め
ら

れ
た
部
屋
の
壁
に
は
、
ロ
ゼ
ッ
チ
の
「
ビ
ヤ
ト
リ
ス
」
の
見
事
な

複
製
に
並
べ
て
、
少
女
雑
誌
の
附
録
ら
し
い
少
女
の
肖
像
が
、
趣

味
の
悪
い
額
縁
に
は
め
ら
れ
て
懸
つ
て
居
た
。
僕
は
渋
面
を
造
り

な
が
ら
荷
も
解
か
な
い
中
に
、
そ
の
少
女
の
肖
像
を
取
り
下
し
て
、

跡
に
ド
フ
リ
ス
の
写
真
像
を
か
け
て
見
た
。
所
が
「
ビ
ヤ
ト
リ
ス
」

と
猶
更
ら
妙
な
取
り
あ
は
せ
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
晩
は
そ

の
儘
で
我
慢
し
た
が
、
翌
朝
は
ど
う
し
て
も
落
着
け
な
い
の
で
、

「
ビ
ヤ
ト
リ
ス
」
も
聖
座
か
ら
引
ず
り
降
し
て
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の

地
質
図
と
取
り
代
へ
る
事
に
し
た
。

　
「
ビ
ヤ
ト
リ
ス
」
と
は
、
ダ
ン
テ
が
生
涯
愛
し
て
い
た
と
さ
れ
る
女
性

の
こ
と
で
あ
る
が
、「
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
」
で
は
、
相
互
的
で
な
い
愛

の
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
ビ
ヤ
ト
リ
ス
」
の
絵

が
外
さ
れ
た
こ
と
は
、
遠
方
の
Ａ
が
Ｙ
子
を
理
想
化
し
て
愛
す
る
一
方
で
、

同
居
す
る
Ｂ
と
Ｙ
子
と
が
接
近
し
つ
つ
あ
る
こ
と
と
、
同
じ
手
紙
で
語
ら

れ
る
「
久
遠
の
童
女
を
讃
美
」
し
つ
つ
も
そ
の
実
現
が
不
可
能
な
場
合
に

は
「
資
格
を
か
へ
て
女
を
見
る
現
実
主
義
者
」
に
な
る
と
い
う
Ｂ
の
立
場

を
暗
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
ド
・
フ
リ
ー
ス
の
肖
像
写
真
は
、
Ｂ
の
研
究

上
の
立
場
の
み
な
ら
ず
、
三
人
の
関
係
の
変
異
を
象
徴
し
て
い
る
。
さ
ら

に
終
盤
で
Ｂ
は
、
ロ
ー
マ
神
話
の
ヤ
ー
ヌ
ス
を
引
用
し
、「
僕
の
心
は

ヂ
ャ
ー
ナ
ス
の
首
だ
」、「
僕
の
心
は
僕
の
心
を
知
ら
な
い
」
と
友
情
と
恋

愛
と
の
板
挟
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
的
に
書
い
て
い
る
（
二
・
一

四
）。
以
上
の
よ
う
に
、
Ｂ
も
多
く
の
引
用
を
行
っ
て
い
る
が
、
Ａ
の
よ
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う
に
理
想
を
語
る
も
の
で
は
な
く
、
三
者
の
関
係
を
暗
示
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
Ａ
に
も
「
君
の
や
う
に
黙
つ
て
ゐ
な
が
ら
、
世
の
中
を
知

り
抜
い
て
」
い
る
（
一
〇
・
六
）
と
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
Ｂ
は
自
身
の

感
情
や
状
況
を
直
接
語
る
こ
と
な
く
、
仄
め
か
し
に
終
始
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
Ｂ
に
対
し
、
自
身
の
理
想
を
引
用
に
託
し
な
が
ら
語
る
Ａ

の
態
度
に
つ
い
て
は
、
理
想
を
追
い
求
め
る
ば
か
り
で
現
実
の
Ｙ
子
を
見

て
い
な
い
と
し
て
批
判
さ
れ
、
Ｂ
に
つ
い
て
は
、
状
況
の
変
化
を
正
確
に

報
告
せ
ず
、
仄
め
か
し
に
と
ど
め
る
態
度
が
批
判
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
続
い
て
、
真
の
「
覚
醒
」
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
Ｙ

子
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

　

Ｂ
が
Ｙ
子
の
家
に
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
Ａ
と
Ｙ
子
の
婚
約

を
解
消
す
べ
く
画
策
す
る
彼
女
の
継
母
を
阻
止
す
る
た
め
に
、
二
人
の
仲

を
取
り
持
っ
た
牧
師
と
Ａ
の
二
人
に
依
頼
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
Ｂ
の

同
居
は
一
月
一
〇
日
に
開
始
さ
れ
、
Ｙ
子
が
彼
を
恋
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
早
く
も
一
四
日
で
あ
っ
た
２２
。
そ
の
翌
日
の
一
五
日
の
書
簡
で
Ｂ

は
、
彼
が
小
笠
原
に
お
り
、
Ａ
と
Ｙ
子
が
婚
約
す
る
前
の
時
期
に
、「
無

名
で
二
度
Ｙ
子
さ
ん
に
手
紙
を
出
し
」
た
と
述
べ
、
彼
女
も
Ｂ
が
書
い
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
時
期
に
は
Ａ
と
Ｂ
が

書
簡
を
交
わ
し
て
い
な
い
た
め
、
物
語
で
直
接
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
Ａ
と
Ｙ
子
の
婚
約
の
破
棄
と
い
う
結
末
に
向
け
て
、
事
態
は
着

実
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
Ｂ
は
こ
の
小
笠
原
滞

在
時
に
、
突
然
変
異
説
を
立
証
す
る
で
あ
ろ
う
「
相
当
の
創
見
を
含
む
と

自
信
す
る
六
箇
の
論
文
」（
一
・
三
）
を
執
筆
す
る
と
同
時
に
、
Ａ
に

黙
っ
て
Ｙ
子
に
手
紙
を
出
す
こ
と
で
、
自
分
の
存
在
を
意
識
さ
せ
る
と
い

う
布
石
を
打
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
Ｂ
は
暗
示
的
な
表
現
に
終
始
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
は

Ｙ
子
の
手
記
の
内
容
を
追
っ
て
み
よ
う
。
最
初
、
Ｙ
子
は
男
性
を
恐
ろ
し

い
存
在
だ
と
思
っ
て
い
た
が
、
先
の
Ｂ
の
「
無
名
」
の
手
紙
に
よ
っ
て
、

そ
う
で
は
な
い
感
情
も
芽
生
え
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
牧
師
の
取
り
な
し

に
よ
っ
て
Ｙ
子
は
Ａ
と
婚
約
し
、
一
週
間
を
一
緒
に
過
ご
し
た
。
そ
の
際
、

彼
女
が
「
始
め
て
性
の
欲
望
も
目
醒
め
」
た
一
方
、
Ａ
は
彼
女
の
性
欲
を

満
た
す
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
を
窘
め
る
ば
か
り
で
仙
台
に
帰
っ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
彼
女
の
前
に
現
れ
た
の
が
、
小
笠
原
か
ら

戻
っ
て
き
た
Ｂ
で
あ
っ
た
。
Ｙ
子
が
Ｂ
に
恋
愛
感
情
を
抱
き
始
め
た
日
に

つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。

あ
る
時

─
そ
れ
は
雨
の
降
る
日
で
御
座
い
ま
し
た

─
Ｂ
様
が

し
み
〴
〵
私
に
色
々
な
話
を
な
さ
つ
た
事
が
御
座
い
ま
し
た
。
Ｂ

様
は
固
よ
り
お
気
附
き
に
は
な
ら
な
か
つ
た
の
で
御
座
い
ま
す
が
、

そ
の
時
私
は
突
然
Ｂ
様
を
恋
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
御
座
い
ま

す

─
許
し
て
下
さ
い
ま
し
。
こ
ん
な
明
ら
さ
ま
な
申
し
方
を
す

る
の
を
許
し
て
下
さ
い
ま
し
。［
…
］
Ｂ
様
の
お
話
が
身
に
し
め
ば
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し
む
程
、
私
は
紙
を
は
が
す
や
う
に
快
く
、
自
分
の
目
醒
め
て
行

く
の
が
判
り
ま
し
た
。
Ｂ
様
を
お
知
り
申
す
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、

私
の
心
に
起
る
性
慾
に
も
、
不
思
議
に
自
然
な
感
じ
が
添
つ
て
後

ろ
め
た
さ
を
覚
え
な
く
な
り
ま
し
た
。

　

Ｙ
子
は
Ｂ
を
「
突
然
」
恋
す
る
よ
う
に
な
り
、
性
欲
に
も
後
ろ
め
た
さ

を
感
じ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
彼
女
は
Ｂ
か
ら
感
じ
る
力

に
抗
う
た
め
、「
苦
し
ま
ぎ
れ
」
に
Ａ
の
妹
Ｎ
子
と
結
婚
す
る
よ
う
に
勧

め
、
Ｂ
は
そ
れ
に
従
っ
た
。
し
か
し
、
Ｙ
子
の
意
向
で
そ
の
申
込
を
取
り

消
さ
せ
た
と
い
う
。
結
局
、
彼
女
は
Ｂ
を
「
恋
し
て
ゐ
る
」
こ
と
を
告
白

し
て
、
手
記
は
終
わ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
Ｙ
子
の
変
容
に
つ
い
て
Ａ
と
Ｂ
は
、「
運
命
」
で
あ
り
、

彼
女
の
「
覚
醒
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｙ
子
の
手
記
は
、

前
掲
の
引
用
部
分
の
よ
う
に
自
身
の
心
情
の
変
化
の
告
白
の
一
方
で
、
多

く
の
部
分
が
Ａ
へ
の
弁
明
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
彼
女
が
Ｂ
に
恋
愛
感
情

を
抱
く
理
由
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
。
石
田
仁
志
が
「
浅
薄
」
と
述
べ

た
通
り
、
彼
女
の
恋
愛
の
内
実
は
、
遠
く
に
行
っ
た
Ａ
に
よ
っ
て
は
満
た

さ
れ
な
か
っ
た
性
欲
が
、
近
く
に
い
る
Ｂ
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
た
の
で
心

変
わ
り
し
た
、
と
要
約
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
Ｙ
子
の
行
動
を
踏
ま
え
れ
ば
、
彼
女
の
告
白
を
手
放
し

で
「
覚
醒
」
と
賞
賛
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
「
覚
醒
」
も
深
い
内
実

を
伴
う
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
物
語
の
構
造
と
い
う
次
元
か
ら
見
れ
ば
、

後
年
の
中
村
三
春
２３
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
造
型
は
全
て
物

語
の
構
造
上
の
設
定
で
あ
っ
て
、
三
角
関
係
を
題
材
と
す
る
『
宣
言
』
の

よ
う
な
物
語
に
あ
っ
て
は
、
理
由
が
何
で
あ
ろ
う
と
最
終
的
に
Ｂ
と
Ｙ
子

が
結
ば
れ
る
の
は
当
然
の
設
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
再
び
登
場
人
物
の
次

元
に
戻
る
と
、
本
多
秋
五
が
「
物
々
し
い
」
と
批
判
し
た
文
体
や
表
現
に

よ
っ
て
、
書
簡
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三
　
恋
愛
の
不
確
か
さ

　

と
こ
ろ
で
、
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
恋
愛
と
見
做
せ
る
感
情
や
行
動
が

普
遍
的
に
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
だ
ろ
う
。
一
方
で
、『
宣
言
』
に
見
ら

れ
る
、
恋
愛
に
よ
っ
て
男
女
が
結
び
つ
い
て
結
婚
す
る
と
い
う
価
値
観
は
、

明
ら
か
に
近
代
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
仮
に
、
他
者
に
恋
愛
感
情
を
抱
く
こ
と
自
体
を
一
次
的
な

恋
愛
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
恋
愛
を
ど
の
よ
う
な
形
で
展
開
す
る
の
か

─
例
え
ば
、
片
想
い
を
続
け
る
の
か
、
性
的
関
係
を
も
つ
の
か
、
結

婚
す
る
の
か

─
と
い
う
部
分
は
、
既
存
の
物
語
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か

ら
強
い
影
響
を
受
け
、
謂
わ
ば
二
次
的
な
恋
愛
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
亀

井
秀
雄
が
「
恋
愛
と
は
感
性
を
制
度
化
す
る
た
め
の
物
語
的
な
言
説
以
外

で
は
な
い
」２４
と
指
摘
し
た
通
り
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ヴ
・
イ
デ
オ
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ロ
ギ
ー
な
ど
の
外
在
的
な
要
素
に
よ
っ
て
、
恋
愛
感
情
は
制
度
化
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
制
度
化
さ
れ
る
過
程
に
つ
い
て
は
、
他
者
の
欲

望
を
欲
望
す
る
と
い
う
、
ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
２５
の
「
欲
望
の
三
角
形
」
の

枠
組
み
や
、
恋
愛
で
何
を
す
べ
き
か
を
恋
愛
物
語
の
よ
う
な
書
物
が
齎
す

と
い
う
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
２６
の
恋
愛
論
に
よ
っ
て
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
通

り
で
あ
る
。

　
『
宣
言
』
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
前
節
で
確
認

し
た
よ
う
に
、
多
数
の
書
物
の
引
用
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

特
に
、
物
語
の
前
半
に
『
薔
薇
の
騎
士
』、
後
半
に
『
ア
グ
ラ
ヴ
ェ
ー
ヌ

と
セ
リ
セ
ッ
ト
』
と
い
う
二
つ
の
恋
愛
物
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

既
に
確
認
し
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
山
田
昭
夫
は
、
前
者
に
つ

い
て
は
登
場
人
物
の
心
理
を
超
え
た
「
悲
劇
の
胚
珠
が
匿
さ
れ
」、
後
者

に
つ
い
て
は
「
運
命
の
人
智
を
超
え
た
不
可
測
性
と
脱
出
不
能
状
況
の
拘

束
力
の
絶
対
性
」２７
が
語
ら
れ
る
と
解
釈
し
た
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
の
引

用
は
三
者
の
結
末
を
暗
示
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
む

し
ろ
、
書
簡
の
書
き
手
で
あ
る
登
場
人
物
に
よ
る
恋
愛
物
語
の
模
倣
と
い

う
側
面
に
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
Ａ
や
Ｂ
が

突
然
変
異
説
の
ほ
か
、
聖
書
・
文
学
・
絵
画
な
ど
多
数
の
引
用
を
行
い
、

理
想
で
あ
れ
暗
示
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
に
自
身
を
擬
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

書
簡
に
物
語
を
初
め
と
す
る
様
々
な
書
物
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
の
書
簡
自
体
が
物
語
と
な
っ
て
、
三
者
の
関
係
が
事
後
的
に
、
絶
対
的

な
運
命
で
あ
る
か
の
よ
う
に
仮
構
さ
れ
、
ま
さ
に
彼
ら
の
恋
愛
は
「
制
度

化
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
制
度
化
と
は
す
な
わ
ち
、（
近
代
日
本
で
は
一
般
的
で
は
な
か
っ

た
も
の
の
）
恋
愛
を
経
た
、
一
対
一
の
永
続
的
な
結
婚
と
い
う
世
俗
の
規

範
と
、
三
角
関
係
と
い
う
そ
こ
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。『
宣
言
』
が
舞
台

と
し
た
時
代
に
は
、
一
対
一
の
婚
姻
関
係
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
行
為
は

姦
通
罪
な
ど
に
よ
っ
て
、
特
に
既
婚
女
性
に
対
し
て
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。

一
方
、
物
語
の
場
合
に
は
、
三
角
関
係
は
あ
り
ふ
れ
た
題
材
で
あ
り
、
一

対
一
の
関
係
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
制
度
化
さ
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
つ

ま
り
、
現
実
で
は
逸
脱
と
さ
れ
る
不
倫
の
よ
う
な
行
為
も
、
三
角
関
係
と

い
う
物
語
の
規
範
の
中
に
回
収
さ
れ
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
宣
言
』
の
場
合
に
は
、
突
然
変
異
説
が
そ
の
よ
う
な
逸
脱
を

正
当
化
す
る
機
能
と
し
て
用
い
ら
れ
た
訳
だ
が
、
突
然
変
異
説
は
別
の
機

能
も
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

生
物
の
進
化
に
突
然
変
異
が
寄
与
し
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
そ

の
突
然
変
異
に
よ
っ
て
生
じ
た
多
様
な
生
物
の
種
は
そ
の
後
、
生
き
残
る

か
絶
滅
す
る
か
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
吉
川
浩
満
２８
は
、
種
の
生
存
／
絶

滅
に
よ
る
生
物
の
進
化
に
は
、「
運
」
と
い
う
理
不
尽
さ
が
伴
う
と
論
じ
、

そ
の
上
で
社
会
進
化
論
の
よ
う
な
誤
っ
た
説
明
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
理

不
尽
さ
が
覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
実
際
、
生

物
学
の
学
説
を
社
会
や
人
間
の
関
係
に
当
て
は
め
る
疑
似
科
学
的
な
言
説
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『
宣
言
』
に
胚
胎
し
て
い
た
と
見
做
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、

暉
峻
康
隆
が
言
う
よ
う
に
、「
最
も
直
接
的
に
生
活
と
の
繫
り
を
有
す

る
」３２
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
書
簡
体
小
説
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
多
数
の

引
用
と
そ
れ
に
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
る
よ
う
な
「
物
々
し
」（
本
多
秋
五
）

い
文
体
は
、
書
簡
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、「
運
命
」
が
事
後
的
に
構
築

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
必
然
的
に
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、『
宣
言
』
の
書
簡
に
、
西
欧
の
恋
愛
物
語
を
初
め
と
す
る

多
数
の
引
用
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
必
然
的
な
「
運
命
」
が
事
後

的
に
構
築
さ
れ
る
側
面
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
中
で
、
突
然
変
異
説
は
、

三
者
関
係
の
変
異
を
正
当
化
す
る
と
い
う
、
他
の
引
用
と
同
様
の
機
能
を

持
つ
一
方
で
、
恋
愛
の
不
確
か
さ
を
示
唆
す
る
機
能
も
有
し
て
い
る
こ
と

を
述
べ
た
。
さ
て
、『
宣
言
』
以
降
の
有
島
の
恋
愛
を
題
材
と
し
た
文
学

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
、
三
角
関
係
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
よ
り
複
雑
な
関

係
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
特
に
、
晩
年
の
『
星
座
』（
大
一
一
・
五
、

叢
文
閣
）
に
お
い
て
は
登
場
人
物
の
そ
れ
ぞ
れ
に
焦
点
化
す
る
と
い
う
手

法
に
よ
っ
て
、
事
態
が
多
面
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

『
宣
言
』
の
場
合
に
は
、
同
時
代
の
読
者
で
あ
る
山
本
方
平
が
、「
あ
の
錯

は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
そ
れ
は
『
宣
言
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、

Ｂ
に
よ
る
引
用
に
留
ま
ら
ず
、
前
述
の
佐
々
木
さ
よ
の
「
Ａ
と
Ｂ
と
の
間

に
働
い
た
自
然
選
択
は
条
件
に
適
応
す
る
者
と
し
て
Ｂ
を
選
択
し
た
と
言

え
よ
う
か
」２９
と
い
う
解
釈
に
も
現
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
突
然
変
異
が

無
目
的
な
も
の
で
あ
り
、
生
物
の
進
化
に
一
定
の
方
向
を
齎
す
も
の
で
な

い
と
い
う
こ
と
と
、
先
に
も
挙
げ
た
突
然
変
異
説
を
援
用
し
た
、
人
間
の

内
部
の
衝
動
が
外
界
を
創
造
す
る
と
い
う
有
島
の
主
張
を
踏
ま
え
れ
ば
、

『
宣
言
』
に
引
用
さ
れ
る
突
然
変
異
説
の
も
う
一
つ
の
機
能
が
浮
き
彫
り

に
な
る
。
あ
え
て
、
生
物
学
の
学
説
で
三
者
関
係
を
説
明
す
る
と
い
う
擬

似
科
学
的
な
論
説
の
枠
組
を
利
用
し
て
言
え
ば
、
突
然
変
異
が
無
目
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
恋
愛
の
不
確
か
さ
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

突
然
変
異
か
ら
導
か
れ
る
「
衝
動
」
は
一
対
一
の
関
係
か
ら
の
逸
脱
を
正

当
化
す
る
の
と
同
時
に
、「
運
命
」
の
必
然
性
を
揺
る
が
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
後
年
の
有
島
が
評
論
「
自
己
の
要
求
」（『
改
造
』
大
一

〇
・
一
）
な
ど
で
主
張
し
た
、
同
時
に
複
数
の
人
物
に
恋
愛
す
る
と
い
う

「
恋
愛
の
多
角
性
」３0
や
『
宣
言
』
以
後
の
有
島
の
文
学
テ
ク
ス
ト
３１
を
踏

ま
え
れ
ば
、
よ
り
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
後
年
の
有
島
が
、

恋
愛
を
一
対
一
に
留
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
こ
と
と
、

『
迷
路
』（
大
七
・
六
、
叢
文
閣
）
の
Ａ
や
『
或
る
女
』（
大
八
・
三
、
六
、

叢
文
閣
）
の
葉
子
な
ど
の
よ
う
な
、
突
発
的
に
恋
愛
対
象
を
変
え
る
人
物

が
描
か
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
恋
愛
の
不
確
か
さ
が
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綜
し
た
事
件
が
末
節
に
到
つ
て
、
い
き
な
り
直
線
的
な
単
純
に
遁
れ
て
居

は
し
ま
せ
ん
か
？　

偏
智
的
な
技
巧
的
な
愛
が
末
節
で
単
純
なplay

を

演
じ
て
居
る
と
云
ふ
よ
り
他
私
に
は
思
へ
ま
せ
ん
」３３
と
、
Ｙ
子
の
告
白

以
降
の
結
末
が
一
つ
に
収
斂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
批
判

し
て
い
た
。

　

確
か
に
、
三
者
の
関
係
の
み
を
見
れ
ば
そ
の
通
り
だ
が
、
Ａ
の
妹
Ｎ
子

に
ま
で
視
野
を
拡
げ
る
と
、
事
態
は
そ
う
単
純
な
も
の
で
は
な
く
な
る
。

Ｂ
が
Ｎ
子
と
の
結
婚
の
申
込
と
撤
回
を
繰
り
返
し
た
こ
と
は
既
に
確
認
し

た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
は
大
き
く
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
Ａ
に
よ
る
と
、
元
々
Ｎ
子
は
Ｂ
に
関
心
を
寄
せ
、
本
人
に
会
っ

て
か
ら
は
「
崇
拝
」
し
、「
熱
愛
」
す
る
程
で
あ
っ
た
と
い
う
（
二
・
八
）。

一
方
で
、
Ｎ
子
と
の
結
婚
の
申
込
と
撤
回
を
繰
り
返
す
Ｂ
に
対
し
て
Ａ
は

困
惑
し
、
Ｂ
の
申
込
を
了
承
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
並
行
し
て
Ｎ

子
は
、
仙
台
の
「
理
科
大
学
の
応
用
科
学
科
の
助
手
」
か
ら
も
縁
談
を
申

し
込
ま
れ
る
と
い
う
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
情
報
を
受
け
て
か
、
Ｂ
は
二

月
一
四
日
に
再
度
、「
僕
は
Ｎ
子
さ
ん
と
結
婚
し
た
い
」
と
「
宣
言
」
す

る
も
、
一
七
日
の
電
報
で
取
り
消
さ
れ
る
。
Ｙ
子
に
よ
る
真
相
の
告
白
を

経
て
、
Ｂ
は
「
Ｎ
子
さ
ん
の
好
意
」
な
ど
全
て
を
捨
て
て
、
Ｙ
子
と
共
に

戦
う
こ
と
を
「
宣
言
」
す
る
（
二
・
二
一
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
小
説
の
題
名
で
も
あ
る
「
宣
言
」
は
、
Ｎ
子
と
も
大
き

く
関
わ
っ
て
お
り
、
小
説
の
最
後
の
書
簡
で
Ａ
は
、
自
身
を
差
し
置
い
て

「
失
恋
の
妹
」
と
書
い
て
い
る
（
二
・
二
三
）。
Ｙ
子
の
告
白
と
Ｂ
の
最
後

の
宣
言
に
よ
っ
て
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｙ
子
の
三
者
の
関
係
は
収
斂
す
る
が
、
彼

ら
と
の
関
係
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
Ｎ
子
に
つ
い
て
は
収
斂
さ
れ
る
こ
と
が

な
い
の
で
あ
る
。
渡
部
杏
美
は
、『
宣
言
』
の
よ
う
な
複
数
の
人
物
に
よ

る
書
簡
体
小
説
の
特
徴
と
し
て
、「
同
一
の
事
象
に
い
く
つ
も
の
視
点
や

解
釈
が
提
出
さ
れ
」３４
る
と
述
べ
た
が
、
現
実
を
直
視
し
な
い
Ａ
と
暗
示

に
終
始
す
る
Ｂ
、
そ
し
て
真
相
を
告
白
す
る
Ｙ
子
と
い
う
三
者
の
書
き
方

の
特
徴
は
、
既
に
中
村
三
春
３５
も
論
じ
た
よ
う
に
真
相
の
露
呈
が
最
後
に

な
さ
れ
る
と
い
う
物
語
の
構
造
に
従
っ
た
も
の
で
、
事
態
を
多
面
的
に
描

く
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
書
簡
の
書
き
手
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の

よ
う
な
構
造
に
収
ま
り
き
ら
な
い
Ｎ
子
の
造
型
こ
そ
が
後
年
の
有
島
の
様

式
に
繫
が
る
部
分
を
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
三

者
関
係
の
変
異
が
、
Ｎ
子
に
ま
で
波
及
し
て
し
ま
う
と
い
う
部
分
に
も
、

恋
愛
の
不
確
か
さ
が
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、『
宣
言
』
で
は
、
Ｂ
の
突
然
変
異
説
を
立
証
す
る
論
文
と
い
う

関
す
る
科
学
（
生
物
学
）
の
問
題
と
、
三
者
関
係
の
変
異
と
い
う
恋
愛
の

問
題
が
平
行
し
て
進
展
し
た
。
こ
れ
は
、
妻
の
死
因
を
科
学
的
に
証
明
し

よ
う
と
す
る
一
方
、
解
剖
の
結
果
自
身
の
説
が
立
証
さ
れ
る
も
虚
無
感
に

襲
わ
れ
る
と
い
う
「
実
験
室
」（『
中
央
公
論
』
大
六
・
九
）
の
内
容
と
も

関
わ
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
と
恋
愛
（
夫
婦
愛
）
と
が
平
行
し
て

描
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
今
後
検
討
す
る
必
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要
が
あ
る
。

附
記

　

引
用
文
中
、
歴
史
的
仮
名
遣
は
原
文
の
ま
ま
と
し
、
旧
字
体
は
新
字
体

に
改
め
た
。
な
お
、
引
用
文
中
の
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

引
用
し
た
有
島
武
郎
の
テ
ク
ス
ト
は
筑
摩
書
房
版
『
有
島
武
郎
全
集
』
全

一
五
巻
別
巻
一
（
昭
五
四
・
一
一
～
昭
六
三
・
六
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
、

『
宣
言
』
の
書
簡
を
引
用
す
る
際
、
年
は
省
略
し
た
。
本
稿
は
第
八
五
回

日
本
比
較
文
学
会
全
国
大
会
（
令
和
五
年
六
月
一
一
日
、
東
京
外
国
語
大

学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
元
に
し
て
い
る
。
学
会
に
て
コ
メ
ン
ト
を
下

さ
っ
た
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注
１�

本
多
秋
五
「
有
島
武
郎
論
」（『『
白
樺
』
派
の
文
学
』
昭
二
九
・
七
、
大
日
本
雄

弁
会
講
談
社
）、
二
二
六
頁
。

２�

安
川
定
男
『
有
島
武
郎
論
〔
増
補
版
〕』（
昭
五
三
・
五
、
明
治
書
院
）、
二
〇
〇

頁
。

３�

山
田
昭
夫
「「
宣
言
」
の
内
部
構
造
」（『
有
島
武
郎　

姿
勢
と
軌
跡
』
昭
四
八
・

九
、
右
文
書
院
）、
二
二
〇
頁
。

４�

板
井
浩
子
「『
宣
言
』
の
世
界

─
「
恐
ろ
し
い
力
」
解
明
へ
の
一
考
察

─
」

（『
キ
リ
ス
ト
教
文
芸
』
五
、
昭
六
二
・
一
一
）、
四
七
頁
。

５�

吉
田
俊
彦
「『
宣
言
』
論
」（
有
島
武
郎
研
究
会
（
編
）『
有
島
武
郎
研
究
叢
書　

第
一
集　

有
島
武
郎
の
作
品
（
上
）』
平
七
・
五
、
右
文
書
院
）、
一
〇
七
頁
。

６�

野
島
秀
勝
「『
宣
言
』

─
或
る
女
の
感
情
教
育

─
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑

賞
』
平
一
・
二
）、
八
七
頁
。

７�

石
丸
晶
子
「『
宣
言
』
論

─
「
奇
妙
な
日
常
」
と
「
奇
怪
な
姿
」
へ
の
旅
立
ち

─
」（『
有
島
武
郎

─
作
家
作
品
研
究

─
』
平
一
五
・
四
、
明
治
書
院
）、

一
二
八
頁
。

８�

佐
々
木
靖
章
「「
宣
言
」
に
お
け
る
青
春
回
復
へ
の
祈
り

─
有
島
武
郎
と
キ
リ

ス
ト
教
の
一
断
面

─
」（
東
北
大
学
日
本
文
芸
研
究
会
『
文
芸
研
究
』
八
八
、

昭
五
三
・
六
）、
四
一
頁
。

９�

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
』
平
二
三
・
二
、
ひ
つ
じ
書
房
）、
一
二
四
頁
。

１0�

石
田
仁
志
「「
宣
言
」
論

─
恋
愛
物
語
の
形
成
と
解
体
」（『
国
文
学　

解
釈
と

鑑
賞
』
平
一
九
・
六
）、
一
三
六
頁
。

１１�

そ
の
代
わ
り
に
Ａ
は
「
小
石
川
の
植
物
園
の
方
」
に
散
歩
に
行
っ
た
と
述
べ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
登
別
の
温
泉
で
見
か
け
た
少
女
が
、
宿
帳
の
住
所
に
よ
っ

て
小
石
川
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
Ａ
は
恋
の
た
め
に

「
採
集
」
の
よ
う
な
研
究
に
手
が
付
か
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

１２�

佐
々
木
さ
よ
「『
宣
言
』
論

─
自
然
科
学
と
の
関
連
か
ら

─
」（『
文
芸
と
批

評
』
七
（
一
）、
平
二
・
四
）、
六
六
頁
。
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１３�
永
井
潜
『
生
命
論
』（
大
二
・
七
、
洛
陽
堂
）、
二
五
九
頁
。

１４�

丘
浅
次
郎
『
増
補
進
化
論
講
話
』（
大
三
・
一
一
、
開
成
館
）、
五
八
一
頁
。

１５�

な
お
、
日
本
に
お
け
る
ド
・
フ
リ
ー
ス
の
紹
介
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
横

山
利
明
『
日
本
進
化
思
想
史
（
四
）』（
平
二
七
・
七
、
新
水
社
）
が
あ
る
。

１６�

田
中
義
麿
の
有
島
へ
の
追
悼
文
「
或
る
時
代
の
有
島
さ
ん
」（『
文
化
生
活
』
記

念
増
大
号
「
純
真
の
人
有
島
武
郎
」
大
一
二
・
九
）
に
、
東
北
帝
国
大
学
農
科

大
学
在
学
中
に
有
島
と
交
流
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
田
中
の
同
大

学
在
学
中
の
日
記
が
北
海
道
大
学
文
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
山
本
美
穂
子

「
田
中
義
麿
日
記
「
未
央
日
記
」
を
め
ぐ
っ
て
（
一
）

─
日
露
戦
争
下
に
お
け

る
札
幌
農
学
校
予
修
科
の
学
生
生
活
」（『
北
海
道
大
学
文
書
館
年
報
』
一
七
、

令
四
・
三
）
に
よ
る
と
、
現
在
こ
の
日
記
の
翻
刻
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と

い
う
。
田
中
の
日
記
を
元
に
し
た
研
究
が
俟
た
れ
る
。

１７�

中
村
三
春
「「
魂
に
行
く
傾
向
」　

有
島
武
郎
に
お
け
る
ウ
ォ
ル
ト
・
ホ
イ
ッ
ト

マ
ン
の
閃
光
」（
前
掲
書
９
）。

１８�

な
お
、「
惜
み
な
く
愛
は
奪
ふ
」
で
ド
・
フ
リ
ー
ス
が
言
及
さ
れ
て
い
る
箇
所
に

は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
へ
の
言
及
も
あ
る
。
有
島
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
創
造
的
進
化
』

（
一
九
〇
七
）
を
受
容
し
て
い
た
こ
と
は
、
大
正
二
年
前
後
に
書
か
れ
た
と
推
測

さ
れ
る
「Creative�Evolution

梗
概
」
と
い
う
ノ
ー
ト
の
存
在
に
よ
り
明
ら
か

で
あ
る
。『
創
造
的
進
化
』
で
も
ド
・
フ
リ
ー
ス
の
突
然
変
異
説
が
取
り
上
げ
ら

れ
る
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
同
説
を
紹
介
し
つ
つ
も
、
定
方
向
進
化
を
主
張
す
る

新
ラ
マ
ル
ク
主
義
に
近
い
立
場
を
取
り
、
生
物
は
あ
る
程
度
一
定
の
方
向
に
向

か
っ
て
進
化
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。
そ
の
た
め
突
然

変
異
説
に
つ
い
て
は
前
述
の
有
島
の
ノ
ー
ト
で
は
言
及
さ
れ
ず
、
同
時
代
の
日

本
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
解
説
書
で
も
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
。
鈴
木
貞
美
は
、『
創
造

的
進
化
』
が
「
ド
・
フ
リ
ス
の
理
論
を
哲
学
的
に
読
み
替
え
、
生
命
力
が
自
由

に
ラ
ン
ダ
ム
に
発
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
文
化
が
創
造
的
に
発
展
す
る
、

と
い
う
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
提
出
し
た
」（『「
生
命
」
で
読
む
日
本
近
代　

大
正
生
命

主
義
の
誕
生
と
展
開
』
平
八
・
二
、
日
本
放
送
出
版
協
会
、
六
頁
）
と
解
説
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
、
有
島
の
ド
・
フ
リ
ー
ス
受
容
に
こ
そ
当
て
は
ま

る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

１９�

佐
々
木
さ
よ
前
掲
論
文
、
七
〇
頁
。

２0�

な
お
、
こ
の
戯
曲
は
有
島
の
友
人
で
あ
る
秋
田
雨
雀
に
よ
る
日
本
語
訳
『
ア
グ

ラ
ヴ
ヱ
ヌ
と
セ
リ
セ
ツ
ト
』（
大
三
・
一
一
、
金
桜
堂
書
店
）
と
し
て
刊
行
さ
れ

た
。

２１�

こ
の
「
陶
酔
」
と
い
う
散
文
詩
は
、『
パ
リ
の
憂
鬱
』（
一
八
六
九
）
所
収
の

«Enivrez-vous»

（「
酔
え
」）
を
指
す
と
推
測
さ
れ
る
。

２２�

Ｂ
は
一
月
一
五
日
の
書
簡
で
、「
昨
日
風
邪
の
気
味
で
少
し
熱
が
高
か
つ
た
か
ら
、

学
校
に
出
ず
に
ゐ
た
ら
、
Ｙ
子
さ
ん
が
色
々
世
話
を
し
て
く
れ
た
。
而
し
て
母

は
墓
詣
り
に
行
つ
て
（
何
と
云
ふ
自
己
欺
瞞
だ
ら
う
）
居
な
か
つ
た
の
で
、
二

人
は
割
合
に
打
解
け
て
話
を
し
た
」
と
あ
り
、
そ
の
際
に
Ｙ
子
の
生
い
立
ち
な

ど
を
聞
い
た
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｙ
子
の
手
記
で
は
、「
あ
る
時

─
そ
れ

は
雨
の
降
る
日
で
御
座
い
ま
し
た

─
Ｂ
様
が
し
み
〴
〵
私
に
色
々
お
話
な
さ
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３２�

暉
峻
康
隆
『
日
本
の
書
翰
体
小
説
』（
昭
一
八
・
八
、
越
後
屋
書
店
）、
一
三
頁
。

３３�

山
本
方
平
「
明
浄
な
美
と
愛
」（「
有
島
武
郎
氏
に
対
す
る
公
開
状
」、『
新
潮
』

大
七
・
一
〇
）、
一
一
九
頁
。
な
お
、
山
本
は
『
宣
言
』
を
「
死
児
」
と
も
批
判

し
、
こ
れ
に
対
し
て
有
島
は
「
予
に
対
す
る
公
開
状
の
答
」（『
新
潮
』
大
七
・

一
〇
）
で
、「
Ａ
も
Ｂ
も
Ｙ
子
も
不
完
全
な
が
ら
生
命
は
十
分
に
あ
る
や
う
に
思

は
れ
て
ゐ
ま
す
」
と
回
答
し
て
い
る
。

３４�

渡
部
杏
美
「
書
簡
体
小
説
研
究

─
『
若
き
ウ
ェ
ル
テ
ル
の
悩
み
』
と
『
宣
言
』

の
比
較
か
ら

─
」（『
富
大
比
較
文
学
』
八
、
平
二
八
・
二
）、
九
六
頁
。

３５�

中
村
三
春
前
掲
論
文
９
。

つ
た
」
と
い
う
日
に
Ｂ
を
恋
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｙ
子
が

Ｂ
に
恋
愛
感
情
を
抱
き
始
め
た
時
点
を
、
一
月
一
四
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。

２３�

中
村
三
春
「
蝕
ま
れ
る
べ
き
友
情

─
小
説
構
造
か
ら
見
た
『
白
樺
』
派
の
小

説

─
」（『
層

─
映
像
と
表
現
』
一
五
、
令
五
・
三
）。

２４�

亀
井
秀
雄
「
制
度
の
な
か
の
恋
愛

─
ま
た
は
恋
愛
と
い
う
制イ

デ
オ
ロ
ギ
ー

度
的
言
説
に
つ

い
て
」（『
主
体
と
文
体
の
歴
史
』
平
二
五
・
五
、
ひ
つ
じ
書
房
）、
三
六
七
頁
。

２５�

ル
ネ
・
ジ
ラ
ー
ル
『
欲
望
の
現
象
学　

ロ
マ
ン
テ
ィ
ー
ク
の
虚
偽
と
ロ
マ
ネ
ス

ク
の
真
実
』（
一
九
六
一
、
古
田
幸
男
訳
、
昭
四
六
・
一
〇
、
法
政
大
学
出
版

局
）。

２６�

ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
「
書
物　

Le�livre

」（「
恋
愛
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル　

断
章
（
未

刊
テ
ク
ス
ト
）」、『
恋
愛
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル　

セ
ミ
ナ
ー
と
未
刊
テ
ク
ス
ト
』
二

〇
〇
七
、
桑
田
光
平
他
訳
、
令
三
・
一
〇
、
水
声
社
）。

２７�

山
田
昭
夫
前
掲
論
文
、
二
一
七
～
二
一
八
頁
。

２８�

吉
川
浩
満
『
理
不
尽
な
進
化　

増
補
新
版
』（
令
三
・
四
、
筑
摩
書
房
）。

２９�

佐
々
木
さ
よ
前
掲
論
文
、
六
九
頁
。

３0�

詳
し
く
は
、
拙
稿
「
大
正
後
期
恋
愛
論
に
お
け
る
有
島
武
郎
の
位
置

─
「
恋

愛
の
多
角
性
」
を
巡
っ
て

─
」（
北
海
道
大
学
『
国
語
国
文
研
究
』
一
五
八
、

令
四
・
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

３１�

こ
の
ほ
か
、
有
島
の
戯
曲
に
お
け
る
恋
愛
の
不
確
か
さ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
有
島
武
郎
「
死
と
其
前
後
」
論

─
夫
婦
の
愛
を
め
ぐ
っ
て

─
」（
北
海
道

大
学
大
学
院
文
学
院
『
研
究
論
集
』
二
二
、
令
五
・
一
）
に
お
い
て
論
じ
た
。




