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は
じ
め
に

本
稿
は
、
論
者
が
西
南
学
院
大
学
（
「
日
本
文
学
２
」、
二
〇
一
一
～
二
〇
一
三

年
度
通
年
）
、
及
び
、
福
岡
教
育
大
学
（
「
日
本
の
近
代
文
学
」
、
二
〇
一
一
年
度
後

期
）
に
お
い
て
行
っ
た
講
義
の
実
践
報
告
で
あ
る
。

こ
の
講
義
で
は
、
大
正
期
以
降
の
短
編
を
読
み
、
作
品
に
関
す
る
知
識

と
読
解
能
力
の
習
得
を
目
的
と
し
た
。
一
篇
の
作
品
を
、
多
角
的
に
読
解

す
る
こ
と
が
、
本
講
義
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
小
説

の
表
現
を
味
わ
い
つ
つ
、
時
代
背
景
、
文
学
理
論
、
作
家
の
来
歴
な
ど
の

諸
資
料
を
提
示
し
な
が
ら
、
講
義
を
展
開
し
た
。
様
々
な
諸
資
料
を
手
元

に
置
い
て
読
む
こ
と
で
、
読
み
の
可
能
性
が
広
が
る
体
験
を
す
る
こ
と
が

目
的
で
あ
る
。

講
義
で
取
り
扱
っ
た
テ
キ
ス
ト
は
、『
現
代
日
本
の
文
学
』（
双
文
社
出
版
、

一
九
七
一
年
四
月
）

で
あ
る
。
こ
の
な
か
か
ら
、
本
稿
で
は
、
太
宰
治
「
駈

(1)

込
み
訴
へ
」
の
三
回
分

の
講
義
実
践
を
報
告
し
た
い
。
順
番
に
、
以
下

(2)

の
五
点
を
学
習
目
標
と
し
て
い
る
。
数
字
は
本
稿
の
節
と
呼
応
す
る
。

《
特
集

文
学
と
教
育
》

太
宰
治
「
駈
込
み
訴
へ
」
講
義
実
践

―
語
り
、
読
者
、「
ゆ
れ
る
」

―茶

園

梨

加

C
H
A
E
N

R
i

k
a

一

典
拠
と
作
品
の
比
較
を
す
る
。

二

小
説
の
語
り
を
分
析
し
、
面
白
さ
を
味
わ
う
。

三

読
み
方
に
よ
っ
て
、
解
釈
が
変
わ
る
体
験
を
す
る
。

四

他
作
家
の
作
品
と
比
較
を
し
て
、
表
現
の
独
自
性
を
知
る
。

五

現
代
作
品
と
の
つ
な
が
り
を
探
り
、
さ
ら
に
文
学
を
楽
し
む
。

講
義
の
な
か
で
参
考
に
し
た
先
行
研
究
は
、
本
文
中
お
よ
び
末
尾
の
参

考
文
献
一
覧
に
記
載
し
た
。
講
義
で
は
毎
回
受
講
者
に
コ
メ
ン
ト
を
書
い

て
も
ら
い
、
次
週
に
プ
リ
ン
ト
に
し
て
公
表
し
、
応
答
す
る
と
い
う
方
法

を
と
っ
た
。
そ
の
た
め
、
受
講
生
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
は
次
週
以
降
の
授
業

展
開
に
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
今
回
は
板
書
内

容
に
つ
い
て
明
示
は
し
な
い
が
、
本
文
の
構
成
と
同
じ
で
あ
る
。

一

太
宰
版
ユ
ダ
の
誕
生

―
典
拠
と
作
品
の
比
較
を
す
る

ま
ず
第
一
週
は
、
典
拠
と
の
相
違
、
ユ
ダ
の
気
持
ち
の
揺
れ
を
検
討
す

る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
い
く
つ
か
の
問
い
を
投
げ
か
け
な
が
ら
、
講

義
を
す
す
め
て
い
っ
た
。

「
駈
込
み
訴
へ
」
は
、
一
九
四
〇
（
昭
和
十
五
）
年
二
月
「
中
央
公
論
」

に
発
表
さ
れ
た
後
、
同
年
六
月
『
女
の
決
闘
』（
河
出
書
房
）
に
収
録
さ
れ

た
。
新
約
聖
書
を
典
拠
と
し
て
お
り
、
イ
エ
ス
を
売
る
ユ
ダ
が
告
白
を
す

る
、
と
い
う
か
た
ち
の
一
人
称
独
白
体
で
あ
る
。
作
品
の
表
現
を
用
い
る

と
、「
私
」（
ユ
ダ
）
が
「
あ
の
人
」（
イ
エ
ス
）
の
こ
と
を
「
旦
那
さ
ま
」（
祭



司
長
）
に
語
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

で
は
、
作
品
化
に
伴
い
、
何
が
書
き
足
さ
れ
た
の
か
。
典
拠
と
作
品
と

の
相
違
に
つ
い
て
は
、
笠
井
秋
生
「
「
駈
込
み
訴
へ
」
試
論
」
に
詳
し
い

。
(3)

笠
井
論
を
元
に
作
品
を
七
つ
の
部
分
に
分
け
、
新
約
聖
書
の
該
当
箇
所
を

そ
れ
ぞ
れ
示
し
た
。
た
と
え
ば
、
新
約
聖
書
で
は
、

《
新
約
聖
書
》（
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
、
十
二
章
よ
り
）
(4)

過
越
祭
の
六
日
前
に
、
イ
エ
ス
は
ベ
タ
ニ
ア
に
行
か
れ
た
。
そ
こ
に

は
、
イ
エ
ス
が
死
者
の
中
か
ら
よ
み
が
え
ら
せ
た
ラ
ザ
ロ
が
い
た
。

イ
エ
ス
の
た
め
に
そ
こ
で
夕
食
が
用
意
さ
れ
、
マ
ル
タ
は
給
仕
を
し

て
い
た
。
ラ
ザ
ロ
は
、
イ
エ
ス
と
共
に
食
事
の
席
に
着
い
た
人
々
の

中
に
い
た
。
そ
の
と
き
、
マ
リ
ア
が
純
粋
で
非
常
に
高
価
な
ナ
ル
ド

の
香
油
を
一
リ
ト
ラ
持
っ
て
来
て
、
イ
エ
ス
の
足
に
塗
り
、
自
分
の

髪
で
そ
の
足
を
ぬ
ぐ
っ
た
。
家
は
香
油
の
香
り
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ

た
。
弟
子
の
一
人
で
、
後
に
イ
エ
ス
を
裏
切
る
イ
ス
カ
リ
オ
テ
の
ユ

ダ
が
言
っ
た
。「
な
ぜ
、
こ
の
香
油
を
三
百
デ
ナ
リ
オ
ン
で
売
っ
て
、

貧
し
い
人
々
に
施
さ
な
か
っ
た
の
か
。
」
／
彼
が
こ
う
言
っ
た
の
は
、

貧
し
い
人
々
の
こ
と
を
心
に
か
け
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
。
彼
は
盗

人
で
あ
っ
て
、
金
入
れ
を
預
か
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
中
身
を
ご
ま

か
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
。
「
こ
の
人
の
す

る
ま
ま
に
さ
せ
て
お
き
な
さ
い
。
わ
た
し
の
葬
り
の
日
の
た
め
に
、

そ
れ
を
取
っ
て
置
い
た
の
だ
か
ら
。
貧
し
い
人
々
は
い
つ
も
あ
な
た

が
た
と
一
緒
に
い
る
が
、
わ
た
し
は
い
つ
も
一
緒
に
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
」

と
綴
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
香
油
事
件
」
が
、
「
駈
込
み
訴
へ
」
で
は
次
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

《
本
文
》

お
聞
き
下
さ
い
。
六
日
ま
へ
の
こ
と
で
し
た
。
あ
の
人
は
ベ
タ
ニ
ア

の
シ
モ
ン
の
家
で
食
事
を
な
さ
つ
て
ゐ
た
と
き
、
あ
の
村
の
マ
ル
タ

奴
の
マ
リ
ヤ
が
、
ナ
ル
ド
の
香
油
を
一
ぱ
い
満
た
し
て
在
る
石
膏
の

壺
を
か
か
へ
て
饗
宴
の
室
に
こ
つ
そ
り
這
入
つ
て
来
て
、
だ
し
ぬ
け

に
、
そ
の
油
を
あ
の
人
の
頭
に
ざ
ぶ
と
注
い
で
御
足
ま
で
濡
ら
し
て

し
ま
つ
て
、
そ
れ
で
も
、
そ
の
失
礼
を
詫
び
る
ど
こ
ろ
か
、
落
ち
つ

い
て
し
や
が
み
、
マ
リ
ヤ
自
身
の
髪
の
毛
で
、
あ
の
人
の
濡
れ
た
両

足
を
て
い
ね
い
に
拭
つ
て
あ
げ
て
、
香
油
の
匂
ひ
が
室
に
立
ち
こ
も

り
、
ま
こ
と
に
異
様
な
風
景
で
あ
り
ま
し
た
の
で
、
私
は
、
な
ん
だ

か
無
性
に
腹
が
立
つ
て
来
て
、
失
礼
な
こ
と
を
す
る
な
！

と
、
そ

の
妹
娘
に
怒
鳴
つ
て
や
り
ま
し
た
。（
略
）
す
る
と
、
あ
の
人
は
、
私

の
は
う
を
屹
つ
と
見
て
、
「
こ
の
女
を
叱
つ
て
は
い
け
な
い
。（
略
）

こ
の
女
が
私
の
か
ら
だ
に
香
油
を
注
い
だ
の
は
、
私
の
葬
ひ
の
備
へ

を
し
て
く
れ
た
の
だ
。（
略
）
」
さ
う
言
い
結
ん
だ
時
に
、
あ
の
人
の

青
白
い
頬
は
上
気
し
て
赤
く
な
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
私
は
、
あ
の
人
の

言
葉
を
信
じ
ま
せ
ん
。（
略
）
あ
の
人
は
、
こ
ん
な
貧
し
い
百
姓
女
に

恋
、
で
は
無
い
が
、
ま
さ
か
、
そ
ん
な
事
は
絶
対
に
無
い
の
で
す
が
、

で
も
、
危
い
、
そ
れ
に
似
た
あ
や
し
い
感
情
を
抱
い
た
の
で
は
な
い

か
？



「
駈
込
み
訴
へ
」
は
、
ユ
ダ
の
視
点
か
ら
出
来
事
が
語
ら
れ
て
い
る
。

典
拠
と
の
大
き
な
違
い
は
、
「
私
」（
ユ
ダ
）
の
内
面
が
創
作
さ
れ
て
い
る

点
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
ユ
ダ
か
ら
見
た
イ
エ
ス
が
、
マ
リ
ヤ
に
恋
愛

感
情
と
も
思
え
る
反
応
を
み
せ
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
引
用
に

続
く
部
分
で
は
、
実
は
自
分
も
マ
リ
ヤ
へ
好
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
、

「
あ
の
人
は
、
私
の
女
を
と
つ
た
の
だ
。
い
や
、
ち
が
っ
た
！

あ
の
女

が
、
私
か
ら
あ
の
人
を
奪
つ
た
の
だ
。
あ
あ
、
そ
れ
も
ち
が
ふ
。
」
と
言

い
換
え
て
い
る
。
ユ
ダ
の
マ
リ
ヤ
へ
の
愛
情
か
、
ま
た
は
ユ
ダ
の
イ
エ
ス

へ
の
愛
情
か
、
複
雑
な
三
角
関
係
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

典
拠
で
描
か
れ
た
出
来
事
に
、
ユ
ダ
の
眼
か
ら
み
た
人
物
描
写
が
盛
り
込

ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
感
情
が
極
端
に
揺
れ
な
が
ら
語
ら
れ
て
お
り
、
読
者

を
混
乱
さ
せ
る
構
造
と
も
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
私
」（
ユ
ダ
）
の
感
情
の
揺
れ
を
切
り
口
と
し
、
検
証
し
た
い
。

四
つ
の
ポ
イ
ン
ト
、
「
憎
悪
」
「
愛
情
」
「
愛
憎
の
対
象
と
し
て
の
「
あ
の

人
」
」「
ユ
ダ
の
感
情
の
高
ぶ
り
（
起
伏
の
激
し
さ
）
」
に
即
し
て
み
て
い
く
。

前
三
点
を
、
引
き
続
き
笠
井
論
を
参
照
す
る
。

一
点
目
は
「
憎
悪
」
で
あ
る
。
作
品
冒
頭
で
、「
私
」
は
、「
あ
の
人
は
、

酷
い
。
酷
い
。
は
い
。
厭
な
奴
で
す
。
悪
い
人
で
す
。
あ
あ
。
我
慢
な
ら

な
い
。
生
か
し
て
置
け
ね
え
。
」
と
語
る
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
私
」
は
「
あ

の
人
」
を
我
慢
な
ら
な
い
ほ
ど
憎
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
後
の
部

分
で
「
私
を
意
地
悪
く
軽
蔑
す
る
の
だ
。
」
と
言
い
、
さ
ら
に
は
、
「
煩
を

い
と
は
ず
、
し
て
あ
げ
て
ゐ
た
の
に
、
あ
の
人
は
も
と
よ
り
弟
子
の
馬
鹿

ど
も
ま
で
、
私
に
一
言
の
お
礼
も
言
は
な
い
」
と
続
け
る
。
ま
た
、
「
た

ま
に
は
私
に
も
、
優
し
い
言
葉
の
一
つ
位
は
掛
け
て
く
れ
て
も
よ
さ
さ
う

な
の
に
、
あ
の
人
は
、
い
つ
で
も
私
に
意
地
悪
く
し
む
け
る
の
で
す
。
」

と
「
私
」
は
、
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
ど
ん
な
に
こ
つ
そ
り
庇
つ
て

あ
げ
」
て
も
、
「
宿
舎
の
世
話
か
ら
日
常
衣
食
の
購
求
ま
で
、
煩
を
い
と

は
ず
、
し
て
あ
げ
て
」
も
、「
一
言
の
お
礼
も
言
は
な
い
」
だ
け
で
な
く
、

「
意
地
悪
く
軽
蔑
す
る
」
か
ら
、
ユ
ダ
は
イ
エ
ス
に
憎
し
み
を
抱
い
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
点
目
は
「
愛
情
」
で
あ
る
。
「
あ
の
人
」
を
憎
悪
す
る
「
私
」
は
、

し
か
し
、
一
方
で
「
あ
の
人
」
を
愛
し
て
い
る
と
も
語
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
後
の
部
分
で
は
、
「
私
は
あ
な
た
を
愛
し
て
ゐ
ま
す
。
ほ
か
の
弟
子
た

ち
が
、
ど
ん
な
に
深
く
あ
な
た
を
愛
し
て
ゐ
た
つ
て
、
そ
れ
と
較
べ
も
の

に
な
ら
な
い
ほ
ど
に
愛
し
て
ゐ
ま
す
」
と
語
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
私
」

が
「
あ
の
人
」
を
深
く
愛
す
る
理
由
と
は
、
何
だ
ろ
う
か
。
ユ
ダ
は
、
語

る
。
「
私
は
あ
の
人
を
、
美
し
い
人
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
」
「
け
れ
ど
も
私

は
あ
の
人
の
美
し
さ
だ
け
は
信
じ
て
ゐ
る
。
あ
ん
な
美
し
い
人
は
こ
の
世

に
無
い
。
私
は
あ
の
人
の
美
し
さ
を
、
純
粋
に
愛
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
だ
け

だ
」。
つ
ま
り
、
ユ
ダ
は
イ
エ
ス
が
「
美
し
い
人
」
だ
か
ら
愛
す
る
。
「
子

供
の
や
う
に
慾
が
無
」
く
、「
精
神
家
」
で
あ
り
、「
い
つ
で
も
」
、「
優
し
」

く
「
正
し
」
く
「
貧
し
い
者
の
味
方
」
で
あ
る
か
ら
と
言
う
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
イ
エ
ス
は
ユ
ダ
の
「
無
報
酬
の
、
純
粋
の
愛
情
」
を
受
け
と

ら
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
イ
エ
ス
の
愛
は
万
人
に
向
け
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
「
私
」（
ユ
ダ
）
の
「
私
と
た
つ
た
二
人
き
り
で
一
生
永
く
生
き
て

ゐ
て
も
ら
ひ
た
い
」
と
い
う
願
い
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
、

「
お
礼
も
言
は
な
い
」
「
意
地
悪
く
軽
蔑
す
る
」
と
「
私
」
に
は
思
え
る



の
で
あ
る
。

ユ
ダ
の
イ
エ
ス
へ
の
愛
情
は
、
報
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
愛
す
る
が
故

に
、
独
占
し
た
い
と
い
う
想
い
。
ユ
ダ
の
片
想
い
の
愛
情
は
、
そ
の
想
い

が
深
い
故
に
、
正
反
対
の
憎
し
み
へ
と
つ
な
が
る
。
極
端
に
揺
れ
動
く
感

情
は
、
子
ど
も
の
よ
う
で
あ
り
、
極
端
で
わ
が
ま
ま
な
も
の
に
う
つ
る

。
(5)

愛
憎
入
り
交
じ
る
感
情
が
、
ユ
ダ
の
語
り
の
な
か
で
、
感
情
が
揺
れ
、
錯

乱
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
口
頭
で
、

た
っ
た
今
、
読
者
の
目
の
前
で
語
っ
て
い
る
よ
う
な
臨
場
感
を
も
っ
て
、

表
現
さ
れ
て
い
る
。

二

復
讐
の
鬼
と
な
る
過
程

―
小
説
の
語
り
を
分
析
し
、
面
白
さ
を
味
わ
う

第
二
週
は
、
三
点
目
、
四
点
目
の
ポ
イ
ン
ト
を
検
討
し
な
が
ら
作
品
の

後
半
部
分
を
読
解
し
た
。
第
一
週
の
授
業
コ
メ
ン
ト
に
は
、
「
イ
エ
ス
が

ユ
ダ
の
愛
情
を
受
け
と
れ
な
い
の
は
理
解
で
き
た
け
れ
ど
、
イ
エ
ス
が
ユ
ダ

に
対
し
て
意
地
悪
く
軽
蔑
す
る
の
は
何
故
か
」、「
イ
エ
ス
は
「
い
つ
で
も
」

優
し
く
正
し
い
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
ユ
ダ
に
一
言
の
お
礼
も
言
わ
ず
、
意
地

悪
く
軽
蔑
す
る
の
か
」
と
い
う
疑
問
が
挙
げ
ら
れ
た
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
イ

エ
ス
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
行
っ
た

。
(6)

三
点
目
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
愛
憎
の
対
象
と
し
て
の
「
あ
の
人
」
」
で
あ

る
。
一
点
目
と
二
点
目
の
ポ
イ
ン
ト
で
は
、
ユ
ダ
の
愛
憎
の
理
由
を
探
っ

た
が
、
こ
こ
で
、
「
あ
の
人
」（
イ
エ
ス
）
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

な
ぜ
、
イ
エ
ス
は
自
分
を
献
身
的
に
愛
し
て
く
れ
る
ユ
ダ
を
「
意
地
悪
く

軽
蔑
す
る
」
の
だ
ろ
う
か
。
ユ
ダ
は
、
続
け
る
。
「
さ
う
し
て
、
出
来
れ

ば
あ
の
人
に
説
教
な
ど
を
止
し
て
も
ら
ひ
、
私
と
た
つ
た
二
人
き
り
で
一

生
永
く
生
き
て
ゐ
て
も
ら
ひ
た
い
の
だ
。
あ
あ
あ
、
さ
う
な
つ
た
ら
！

私
は
ど
ん
な
に
仕
合
わ
せ
だ
ら
う
。
私
は
今
の
、
此
の
、
現
世
の
喜
び
だ

け
を
信
じ
る
」
。
こ
の
、
現
世
の
喜
び
だ
け
を
求
め
る
ユ
ダ
の
考
え
は
、

イ
エ
ス
の
教
え
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
ユ
ダ

は
、
イ
エ
ス
が
「
天
の
父
の
御
教
へ
」
を
説
い
た
り
、
「
説
教
」
な
ど
し

た
り
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
る
、
と
も
語
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

イ
エ
ス
は
そ
う
し
た
考
え
を
抱
く
ユ
ダ
に
対
し
、
共
鳴
で
き
る
は
ず
は
な

い
。
「
私
」
の
眼
に
は
、
自
分
を
「
賤
し
め
、
憎
悪
し
」
、
「
意
地
悪
く
軽

蔑
」
し
て
い
る
と
う
つ
る
は
ず
で
あ
る
。
イ
エ
ス
の
教
え
と
は
異
な
る
も

の
を
、
ユ
ダ
は
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
、
そ
も
そ
も
ユ
ダ
の
言
う
こ
と
は

本
当
な
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
当
に
イ
エ
ス
は
、
ユ
ダ
を
意
地
悪
く

軽
蔑
し
た
の
か
。
ユ
ダ
の
思
い
込
み
な
の
で
は
な
い
の
か
。
す
べ
て
が

「
私
」（
ユ
ダ
）
の
語
り
で
成
り
立
つ
本
文
を
、
私
た
ち
読
者
は
そ
の
真
偽

を
問
い
な
が
ら
、
読
み
す
す
め
て
い
く
。

さ
て
、
こ
の
語
り
の
真
偽
と
深
く
関
わ
る
問
題
と
し
て
、
最
後
の
四
点

目
の
ポ
イ
ン
ト
「
ユ
ダ
の
感
情
の
高
ぶ
り
（
起
伏
の
激
し
さ
）
」
が
あ
る
。「
私
」

は
、
言
い
直
し
、
な
い
し
は
言
い
間
違
い
を
度
々
行
っ
て
い
る
。
「
お
母

の
マ
リ
ア
様
と
、
私
と
、
そ
れ
だ
け
で
静
か
な
一
生
を
、
永
く
暮
ら
し
て

行
く
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
私
の
村
に
は
（
略
）
年
老
い
た
父
も
母
も
居
り

ま
す
。
」
と
言
っ
た
か
と
思
え
ば
、
「
私
と
た
つ
た
二
人
き
り
で
一
生
永
く

生
き
て
ゐ
て
も
ら
ひ
た
い
の
だ
。
」
と
異
な
る
こ
と
を
後
に
語
っ
て
い
る
。



ま
た
、
「
あ
あ
、
も
う
、
わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
何
を
言
つ
て

ゐ
る
の
だ
。
さ
う
だ
、
私
は
口
惜
し
い
の
で
す
。
」
「
い
や
、
ち
が
つ
た
！

（
略
）
そ
れ
も
ち
が
ふ
。
私
の
言
ふ
こ
と
は
、
み
ん
な
出
鱈
目
だ
。
一
言

も
信
じ
な
い
で
下
さ
い
。
」
「
は
い
、
旦
那
さ
ま
。
私
は
嘘
ば
か
り
申
し
上

げ
ま
し
た
。
」
な
ど
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
語
り
に
つ
い
て
、
本
人
す
ら

も
疑
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。

ほ
か
の
人
の
手
で
、
下
役
た
ち
に
引
き
渡
す
よ
り
は
、
私
が
、
そ
れ

を
為
さ
う
。
け
ふ
ま
で
私
の
、
あ
の
人
に
捧
げ
た
一
す
ぢ
な
る
愛
情

の
、
こ
れ
が
最
後
の
挨
拶
だ
。
私
の
義
務
で
す
。
私
が
あ
の
人
を
売

つ
て
や
る
。
つ
ら
い
立
場
だ
。
誰
が
こ
の
私
の
ひ
た
む
き
の
愛
の
行

為
を
、
正
常
に
理
解
し
て
く
れ
る
こ
と
か
。
い
や
、
誰
に
理
解
さ
れ

な
く
て
も
い
い
の
だ
。
私
の
愛
は
純
粋
の
愛
だ
。
人
に
理
解
し
て
も

ら
ふ
為
の
愛
で
は
無
い
。
そ
ん
な
さ
も
し
い
愛
で
は
無
い
の
だ
。

愛
情
と
殺
意
と
、
一
見
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
感
情
を
、
ユ
ダ
は
、
道

理
に
か
な
っ
た
こ
と
の
よ
う
に
正
当
化
し
、
語
る
。

こ
の
よ
う
な
「
私
」
の
語
り

を
、
私
た
ち
読
者
は
、
果
た
し
て
信
頼

(7)

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
横
光
利
一
「
蠅
」（
本
講
義
第
三
回
）
は
、

外
的
焦
点
化
し
て
お
り
、
「
カ
メ
ラ
・
ア
イ
」
と
も
呼
ば
れ
る
特
徴
が
あ

る
。
ま
た
、
川
端
康
成
「
葬
式
の
名
人
」（
本
講
義
第
八
回
）
で
の
「
私
」

の
語
り
は
、
内
的
焦
点
化
し
て
い
る
、
一
人
称
の
語
り
手
で
あ
っ
た

。「
駈

(8)

込
み
訴
へ
」
の
場
合
も
、
一
人
称
の
語
り
手
で
あ
り
、
内
的
焦
点
化
し
て

い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
特
徴
は
、
「
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
」

で
あ
る
と

(9)

言
え
る
。

講
義
コ
メ
ン
ト
で
は
、
「
純
粋
の
愛
」
と
ユ
ダ
は
語
る
が
、
純
粋
ど
こ

ろ
か
む
し
ろ
歪
ん
で
い
る
、
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た
。
私
た
ち
読
者
は
、

ユ
ダ
の
語
っ
た
内
容
を
、
そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
所
々
に

綻
び
を
持
つ
ユ
ダ
の
語
り
は
、
信
頼
で
き
な
い
語
り
で
あ
る

。
(10)

「
駈
込
み
訴
へ
」
を
読
む
、
私
た
ち
読
者
は
、
新
約
聖
書
を
読
む
場
合

と
異
な
り
、
出
来
事
を
ユ
ダ
の
語
り
を
通
し
て
理
解
す
る
。
し
か
し
、
別

の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
本
来
な
ら
ば
、
イ
エ
ス
に
は
イ
エ
ス
の
、
他
の

弟
子
達
に
は
弟
子
達
の
語
り
（
言
い
分
）
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て

ユ
ダ
の
み
の
語
り
は
限
定
さ
れ
た
世
界
を
の
み
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

あ
な
た
な
ら
、
ど
ち
ら
で
読
む
か
？

―
読
み
方
に
よ
っ
て
、
解
釈
が
変
わ
る
体
験
を
す
る

さ
て
、
作
品
の
語
り
の
特
徴
を
よ
り
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
一
つ

の
提
案
を
し
た
い
。
作
品
の
「
読
み
方
」
の
提
案
で
あ
る
。
あ
な
た
な
ら

ば
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
の
立
場
で
読
む
だ
ろ
う
か
。

①

語
り
手
で
あ
る
ユ
ダ
＝
読
者

②

聞
き
手
で
あ
る
「
旦
那
さ
ま
」
＝
読
者

ま
ず
①
の
読
み
方
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
声
に
出
し
て
ユ
ダ
の
語
り
を

読
ん
で
み
て
、
作
品
を
味
わ
う
、
と
い
う
提
案
で
あ
る
。
黙
読
の
際
よ
り

も
さ
ら
に
、
「
私
」
の
感
情
の
起
伏
の
激
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る



か
と
思
う

。
ユ
ダ
の
気
持
ち
の
揺
れ
、
混
乱
し
て
い
る
様
子
は
、
自
分

(11)

の
気
持
ち
が
定
ま
ら
ず
、
イ
エ
ス
を
売
る
こ
と
に
迷
い
が
あ
る
た
め
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
饒
舌
に
な
り
、
自
分
を
弁
解
し
よ
う
と
必
死
に
な
っ
て

い
る
。私

は
い
ま
は
完
全
に
、
復
讐
の
鬼
に
な
り
ま
し
た
。

だ
が
、
彼
は
、
最
後
は
、
「
完
全
に
復
讐
の
鬼
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。

物
語
る
こ
と
と
は
、
自
分
自
身
の
感
情
を
、
言
葉
に
す
る
行
為
で
あ
る
。

語
る
こ
と
で
、
ユ
ダ
は
自
分
自
身
を
作
っ
て
い
っ
た
。
語
り
の
な
か
で
「
さ

う
だ
」
と
も
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
自
分
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
に
語

っ
て
い
る
。

私
の
名
は
、
ユ
ダ
。
へ
つ
へ
。
イ
ス
カ
リ
オ
テ
の
ユ
ダ
。

語
り
手
「
私
」
は
、
す
べ
て
を
語
っ
た
後
に
、
完
全
に
裏
切
り
者
の
ユ

ダ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
言
葉
が
自
分
を
作
っ
た
の
だ
。

こ
の
読
み
方
は
、
ユ
ダ
の
よ
う
に
、
読
者
で
あ
る
あ
な
た
は
、
「
優
し

く
て
正
し
い
」
イ
エ
ス
を
売
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
投

げ
か
け
る
。
や
は
り
、
迷
い
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
方
、
②
聞
き
手
で
あ
る
「
旦
那
さ
ま
」
＝
読
者
と
し
て
の
読
み
方
は
、

ど
う
か
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
作
品
は
、
ま
さ
に
私
た
ち
読
者
の
目

の
前
で
「
私
」（
ユ
ダ
）
が
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
展
開
す
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
場
合
、
ユ
ダ
の
話
を
聞
い
て
い
る
の
は
、
ユ
ダ
が
語
り
か
け
る
「
旦

那
さ
ま
」
で
あ
る
。
読
者
は
「
旦
那
さ
ま
」
の
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。

作
品
の
な
か
で
、
「
旦
那
さ
ま
」（
＝
読
者
）
は
、
ユ
ダ
の
話
を
聞
く
だ
け

で
あ
る
。
こ
の
「
旦
那
さ
ま
」
は
、
典
拠
と
な
っ
て
い
る
新
約
聖
書
を
介

す
と
イ
エ
ス
と
は
対
立
す
る
考
え
を
も
つ
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

イ
エ
ス
を
煙
た
が
り
、「
死
刑
」
に
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
役
人
で
あ
る
。

さ
て
、
今
、「
旦
那
さ
ま
」
で
あ
る
私
た
ち
読
者
は
、「
優
し
く
て
正
し
い
」

あ
の
人
を
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か

―
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
に
、
本
当
の
悪
人
と
は
、
イ
エ
ス
を
売
ろ
う

と
し
て
い
る
ユ
ダ
で
は
な
く
、
「
旦
那
さ
ま
」
で
あ
る
読
者
と
も
思
え
て

く
る
。
二
つ
目
の
読
み
方
は
、
そ
の
よ
う
な
一
種
危
険
な
読
み
方
で
あ
る
。

ユ
ダ
の
語
り
を
信
じ
、
イ
エ
ス
を
処
す
る
こ
と
が
本
当
に
で
き
る
か
、
ど

う
か
。
「
旦
那
さ
ま
」
に
迷
い
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か

―
。
き
っ
と

ユ
ダ
の
よ
う
に
、
た
だ
聞
い
て
い
る
だ
け
の
「
旦
那
さ
ま
」
に
も
迷
い
が

生
じ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
つ
目
の
読
み
方
は
、
新
た
な
感
情
の

揺
れ
の
誕
生
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。
ユ
ダ
へ
の
応
答
と
し
て
「
旦

那
さ
ま
」
＝
読
者
で
あ
る
あ
な
た
は
何
を
語
る
の
か
、
ま
た
語
れ
る
の
か

と
い
う
疑
問
も
、
読
者
に
つ
き
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る

。
(12)

四

ユ
ダ
像
の
受
容

―
他
作
家
の
作
品
と
比
較
を
し
て
、
表
現
の
独
自
性
を
知
る

こ
れ
ま
で
受
講
生
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
の
中
に
は
、
作
品
の
内
容
を
扱
っ

た
回
で
あ
っ
て
も
、
作
者
で
あ
る
太
宰
治
に
関
す
る
も
の
が
た
び
た
び
挙

げ
ら
れ
て
き
た
。
作
者
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
本
講
義
第
三
回
目
（
横
光



利
一
「
蠅
」
）
の
な
か
で
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
「
作
者
の
死
」
を
紹
介
し
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
作
品
を
創
作
し
た
人
物
に
関
す
る
関
心
が

無
く
な
る
こ
と
は
な
い
。
作
者
来
歴
も
ま
た
、
作
品
を
多
角
的
に
読
解
す

る
際
の
一
つ
の
資
料
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
立
場
を
本
講
義
で
は
と
っ
て

い
る
た
め
、
第
三
週
で
は
、
作
品
の
創
作
背
景
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
さ

ら
に
は
影
響
を
う
け
た
作
品
や
、
影
響
を
与
え
た
現
代
作
品
を
読
み
、
作

品
を
広
く
開
い
て
味
わ
う
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

ま
ず
、
作
家
は
、
ど
の
よ
う
な
き
っ
か
け
で
聖
書
と
出
逢
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
年
譜
や
先
行
研
究

を
参
考
に
す
る
と
、
一
九
三
〇
（
昭
和
五
）
年

(13)

四
月
に
、
塚
本
虎
二
の
主
催
す
る
、
無
教
会
派
の
丸
の
内
会
場
ビ
ル
で
の

日
曜
集
会
に
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
受

け
入
れ
て
い
た
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
三
六
年
十
月
か
ら
十

一
月
に
入
院
中
、
聖
書
を
集
中
的
に
読
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
、
一
九
四
〇

年
頃
、
無
教
会
的
聖
書
研
究
誌
「
聖
書
知
識
」
の
購
読
を
開
始
す
る
。
入

院
中
の
こ
と
を
記
し
た
作
品
に
「H

U
M
A
N
L
O
ST

」（
「
新
潮
」
一
九
三
七
年

四
月
発
表
）
が
あ
る
が
、
「
二
十
六
日
。
」
の
箇
所
に
は
、
「
マ
タ
イ
伝
二
十

八
章
。
読
み
終
へ
る
の
に
、
三
年
か
か
つ
た
、
マ
ル
コ
、
ル
カ
、
ヨ
ハ
ネ
、

あ
あ
、
ヨ
ハ
ネ
伝
の
翼
を
得
る
は
、
い
つ
の
日
か
。
」
と
あ
る
。
主
人
公

の
体
験
と
、
作
家
自
身
の
体
験
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、

一
つ
の
参
考
資
料
と
し
て
読
む
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
作
家
に
と
っ
て
聖

書
が
重
要
な
文
献
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
時
間
を

か
け
て
丹
念
に
読
み
、
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
読
ん
で
い
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
の
こ
と
が
、
後
に
「
駈
込
み
訴
へ
」
の
よ
う
に
、
聖
書
を

題
材
と
し
な
が
ら
、
自
分
な
り
の
解
釈
を
加
え
、
現
代
の
小
説
と
し
て
蘇

ら
せ
た
こ
と
に
結
実
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
太
宰
が
聖
書
を
読
む
き
っ
か
け
を
、
も
う
少
し
違
う
視
点
か
ら

考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
他
の
作
家
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

聖
書
や
、
キ
リ
ス
ト
教
自
体
へ
の
関
心
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
た
の
か
。

お
そ
ら
く
、
芥
川
龍
之
介
か
ら
の
影
響
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
芥
川
に

は
、
新
約
聖
書
を
素
材
と
し
た
作
品
が
あ
る
。
一
九
二
七
年
八
月
「
改
造
」

に
発
表
さ
れ
た
「
西
方
の
人
」

を
紹
介
し
た
い
。

(14)

ユ
ダ
は
誰
よ
り
も
彼
自
身
を
憎
ん
だ
。
十
字
架
に
懸
つ
た
ク
リ
ス
ト

も
勿
論
彼
を
責
め
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
彼
を
利
用
し
た
祭
司
の
長

た
ち
の
冷
笑
も
や
は
り
彼
を
憤
ら
せ
た
で
あ
ら
う
。
／
「
お
前
の
し

た
い
こ
と
を
は
た
す
が
善
い
。
」
／
か
う
云
ふ
ユ
ダ
に
対
す
る
ク
リ

ス
ト
の
言
葉
は
軽
蔑
と
憐
憫
と
に
溢
れ
て
ゐ
る
。
「
人
の
子
」
、
ク
リ

ス
ト
は
彼
自
身
の
中
に
も
或
は
ユ
ダ
を
感
じ
て
ゐ
た
か
も
知
れ
な

い
。
し
か
し
ユ
ダ
は
不
幸
に
も
ク
リ
ス
ト
の
ア
イ
ロ
ニ
イ
を
理
解
し

な
か
つ
た
。（

ユ
ダ
）

29

「
西
方
の
人
」
は
、
三
人
称
の
語
り
に
よ
っ
て
、
聖
書
の
人
物
名
ご
と

に
章
立
て
ら
れ
た
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
イ
エ
ス
が
自
分
自
身
の
中
に
も

ユ
ダ
を
感
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
読
み
方
は
、
ユ
ダ
で
は
な

く
、
「
人
の
子
」
と
し
て
の
イ
エ
ス
の
心
中
を
探
っ
て
は
じ
め
て
見
え
る

も
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
の
他
に
も
、
一
九
三
七
年
十
二
月
か
ら
翌
六
月
に
「
コ
ギ
ト
」

に
発
表
さ
れ
た
山
岸
外
史
「
人
間
キ
リ
ス
ト
記

或
ひ
は

神
に
欺
か
れ



た
男
」

が
あ
る
。
山
岸
は
、
「
自
分
に
は
イ
エ
ス
が
、
五
体
も
あ
れ
ば
、

(15)

体
臭
も
あ
れ
ば
、
野
心
も
錯
覚
も
あ
っ
た
人
間
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
」

（
「
序
」
）
と
い
う
立
場
か
ら
執
筆
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
太
宰
は
「
人

間
キ
リ
ス
ト
記
」
の
イ
エ
ス
を
描
く
方
法
を
、
ユ
ダ
に
適
用
し
た
の
で
は

な
い
か
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、「
人
間
ユ
ダ
」
の
物
語
と
し
て
、

私
た
ち
読
者
に
よ
り
身
近
な
も
の
と
し
て
描
い
た
の
で
あ
る

。
ユ
ダ
に

(16)

関
す
る
記
述
で
は
、
「
け
れ
ど
も
、
一
度
も
、
イ
エ
ス
か
ら
誉
め
て
も
ら

え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ユ
ダ
に
は
、
こ
れ
が
き
わ
め
て
不
満
で
あ
っ
た
。

努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
イ
エ
ス
か
ら
そ
の
才
能
を
黙
殺
さ
れ
た
。
」（
「
ユ
ダ

の
章
」
）
の
よ
う
に
、「
駈
込
み
訴
へ
」
と
の
類
似
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
、
「
人
間
キ
リ
ス
ト
記
」
で
は
、
本
稿
一
節
で
引
用
し
た
香
油
事

件
に
つ
い
て
、
「
む
し
ろ
、
イ
エ
ス
が
、
こ
の
マ
リ
ア
を
、
心
か
ら
好
い

て
い
た
模
様
が
理
解
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
自
分
は
、
そ
れ

を
、
イ
エ
ス
も
恋
を
し
た
と
い
っ
て
い
い
よ
う
に
思
う
。
」（
「
マ
ル
タ
の
妹

マ
リ
ア
」
）
と
、
や
は
り
イ
エ
ス
の
「
恋
愛
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

で
は
、
太
宰
以
降
の
作
家
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
遠
藤
周
作
「
イ
エ
ス

の
生
涯
」（
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
十
月
）
を
参
照
し
て
み
た
い
。

イ
ス
カ
リ
オ
テ
の
ユ
ダ
。
彼
の
心
理
は
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
が
書
い
て
い

る
よ
う
な
あ
ん
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。（
略
）
最
後
ま
で

つ
き
従
っ
て
一
握
り
の
弟
子
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
彼
も
自
分
が
イ
エ

ス
を
見
棄
て
れ
ば
、
な
ぜ
か
生
涯
、
言
い
よ
う
の
な
い
辛
さ
、
寂
し

さ
を
噛
み
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
感
じ
て
い
た
の
だ
。
彼
は
そ
う

し
た
自
分
の
心
理
と
幾
度
も
闘
っ
た
で
あ
ろ
う
。（
略
）
彼
は
自
分
を

愛
す
る
よ
う
に
イ
エ
ス
を
愛
し
、
自
分
を
憎
む
よ
う
に
イ
エ
ス
を
憎

ん
だ
。
愛
と
憎
し
み
と
の
ま
じ
っ
た
二
つ
の
気
持
か
ら
ユ
ダ
は
エ
ル

サ
レ
ム
到
着
後
の
イ
エ
ス
を
そ
の
そ
ば
で
窺
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。

や
は
り
、
遠
藤
の
場
合
も
三
人
称
の
語
り
に
よ
っ
て
、
ユ
ダ
の
心
理
を

分
析
し
て
い
る
。
「
悪
人
」
の
代
名
詞
で
あ
る
ユ
ダ
の
心
中
を
想
像
し
、

愛
と
憎
し
み
が
ま
じ
っ
た
感
情
や
、
幾
度
も
自
分
の
心
理
を
闘
っ
た
で
あ

ろ
う
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
「
駈
込
み
訴
へ
」
と
の
共
通

点
と
言
え
る

。
た
だ
し
、「
西
方
の
人
」
や
、「
人
間
キ
リ
ス
ト
記
」
、「
イ

(17)

エ
ス
の
生
涯
」
と
比
べ
て
分
か
る
よ
う
に
、
地
の
文
で
の
解
説
は
「
駈
込

み
訴
へ
」
に
は
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
聖
書
を
典
拠
と
し
た
他
作
品
と

比
較
す
る
こ
と
で
、
「
駈
込
み
訴
へ
」
の
語
り
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
を
改
め
て

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

五

さ
ら
に
文
学
作
品
を
楽
し
む
た
め
に

―
現
代
作
品
と
の
つ
な
が
り
を
探
る

太
宰
治
「
駈
込
み
訴
へ
」
か
ら
の
影
響
は
、
一
見
、
意
外
と
も
思
え
る

場
所
に
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
六
年
に
公
開
さ
れ
た
、
西
川

美
和
監
督
作
品
、
映
画
「
ゆ
れ
る
」
が
あ
る
。
製
作
の
過
程
で
、
西
川
は

出
演
者
で
あ
る
オ
ダ
ギ
リ
ジ
ョ
ー
と
香
川
照
之
に
、
参
考
と
し
て
「
駈
込

み
訴
へ
」
を
読
む
こ
と
を
勧
め
た

。
そ
の
後
、
監
督
自
ら
が
小
説
化
し
、

(18)

第
二
〇
回
三
島
由
紀
夫
賞
候
補
作
と
な
る
。
小
説
で
は
、
全
て
の
章
が
、



登
場
人
物
各
々
の
語
り
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。

第
一
章

早
川
猛
の
か
た
り

第
二
章

川
端
智
恵
子
の
か
た
り

第
三
章

早
川
勇
の
か
た
り

第
四
章

早
川
修
の
か
た
り

第
五
章

早
川
猛
の
か
た
り

第
六
章

早
川
稔
の
か
た
り

第
七
章

早
川
猛
の
か
た
り

第
八
章

岡
島
洋
平
の
か
た
り

登
場
人
物
の
語
り
に
よ
っ
て
、
事
件
が
語
ら
れ
る
形
式
は
、
か
つ
て
芥

川
龍
之
介
「
藪
の
中
」
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、

現
代
の
作
品
で
は
、
村
上
龍
『K

Y
O
K
O

』（
集
英
社
、
一
九
九
五
年
十
一
月
）

な
ど
が
あ
る
。
特
別
に
珍
し
い
形
式
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
事
件
の

真
相
が
不
明
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
「
藪
の
中
」
と
の
類
似
を
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
ま
た
、
語
り
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
「
駈
込
み
訴
へ
」
と
の

つ
な
が
り
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
ゆ
れ
る
」
は
、
都
会
で
暮
ら
す
弟
・
猛

が
、
母
親
の
一
周
忌
の
た
め

た
け
る

に
故
郷
に
帰
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
物
語
が
は
じ
ま
る
。
弟
は
、
故
郷
に

住
む
兄
・
稔
と
対
照
的
な
性
格
で
あ
っ
た
。
や
は
り
同
じ
田
舎
町
に
暮
ら

す
智
恵
子
が
、
死
亡
す
る
事
件
か
ら
物
語
は
大
き
く
動
く
。
渓
谷
の
つ
り

橋
の
上
で
智
恵
子
と
稔
が
も
み
合
う
と
こ
ろ
を
、
弟
は
見
て
い
た
。
稔
は

智
恵
子
に
好
意
を
持
っ
て
い
た
が
、
こ
の
事
件
の
前
日
に
猛
は
智
恵
子
と

肉
体
的
関
係
を
結
ん
で
い
た
。
智
恵
子
は
兄
に
殺
さ
れ
た
の
か
。
そ
れ
と

も
転
落
事
故
だ
っ
た
の
か
。
当
初
、
兄
は
殺
し
て
い
な
い
と
信
じ
て
い
た

弟
は
、
裁
判
の
証
言
台
で
兄
が
殺
し
た
と
語
る
。
物
語
は
、
七
年
後
、
刑

に
服
し
た
兄
が
出
所
し
、
弟
が
そ
の
後
ろ
姿
を
追
っ
か
け
て
、
大
声
で
何

度
も
呼
び
か
け
る
場
面
で
幕
を
下
ろ
す
。
「
兄
ち
ゃ
ん
、
う
ち
に
帰
ろ
う

よ
！
」
と
い
う
弟
の
呼
び
か
け
に
対
し
、
兄
は
、
や
っ
と
振
り
向
き
、
一

瞬
、
「
弟
に
微
笑
み
か
け
た
よ
う
に
見
え
た
」。
映
画
で
も
、
兄
役
の
香
川

照
之
は
、
観
客
に
よ
っ
て
解
釈
の
分
か
れ
る
よ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
て
い

る
。
結
末
で
の
、
兄
の
心
中
は
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
小
説
は
、
ポ
プ
ラ
文
庫
版
と
文
春
文
庫
版
で
異
な
る
「
解
説
」
を

収
録
し
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
ポ
プ
ラ
文
庫
版
で
は
、

本
編
の
後
に
、
香
川
照
之
に
よ
る
「
解
説

早
川
稔
の
あ
と
が
き
」
が
付

け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
映
画
で
登
場
人
物
の
早
川
稔
を
演
じ
た
俳
優

が
解
説
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
内
容
は
、
演
じ
た
早
川

稔
と
し
て
の
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
本
編
の
後
に
、
兄
（
と
し
て
の
香
川
）

が
物
語
後
の
心
境
を
綴
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
小
説
か
ら
映
画
、
で
は

な
く
、
映
画
が
先
に
あ
っ
て
後
に
小
説
が
書
か
れ
た
か
ら
こ
そ
で
き
る
、

一
つ
の
「
遊
び
」
で
あ
ろ
う
。
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
映
画
で
は
不
可
解

な
ま
ま
幕
を
閉
じ
た
結
末
か
ら
解
釈
は
観
客
に
任
さ
れ
て
い
る
が
、
ポ
プ

ラ
文
庫
版
で
は
一
つ
の
「
答
え
」
を
読
者
に
与
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
も

い
え
る

。
映
画
の
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
結
末
に
満
足
し
た
読
者
に
と
っ
て

(19)

は
、
こ
の
ポ
プ
ラ
文
庫
版
は
意
外
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の

こ
と
を
積
極
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
香
川
が
映
画
が
終
わ
っ
て
も
尚
、
兄

に
な
り
き
っ
て
、
応
答
し
た
い
と
思
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
物
語
の
面
白
さ



が
あ
っ
た
、
と
も
言
え
る
。

そ
の
後
、
二
〇
一
二
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
文
春
文
庫
版
で
は
、
香
川

の
解
説
で
は
な
く
、
梯
久
美
子
に
よ
る
文
章
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

梯
は
、
先
の
演
技
指
導
に
つ
い
て
言
及
は
し
て
い
な
い
が
、
「
駈
込
み
訴

へ
」
を
引
き
合
い
に
出
す
。

本
人
も
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
感
情
が
、
魚
の
腹
に
包
丁
を
入
れ
て

内
蔵
を
取
り
出
し
た
と
き
の
よ
う
に
、
ず
る
ず
る
と
絡
ま
り
合
っ
て

引
っ
張
り
出
さ
れ
る
。
そ
の
不
気
味
な
痛
快
さ
。
読
み
な
が
ら
、
嗜

虐
な
の
か
被
虐
な
の
か
わ
か
ら
な
い
快
感
で
ぞ
く
ぞ
く
し
て
く
る
。

兄
弟
だ
け
で
は
な
く
、
六
人
全
員
の
独
白
が
、
矛
盾
し
、
裏
返
り
、

変
転
す
る
。
い
っ
た
ん
口
に
し
た
悪
意
が
、
自
分
自
身
を
変
え
て
い

く
の
で
あ
る
。

「
い
っ
た
ん
口
に
し
た
悪
意
が
、
自
分
自
身
を
変
え
て
い
く
」
の
は
、
ま

さ
に
「
駈
込
み
訴
へ
」
の
ユ
ダ
「
私
」
で
あ
っ
た
。
「
あ
の
人
」
へ
の
愛

憎
入
り
交
じ
る
感
情
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
憎
し
み
と
、
愛
情
と
、

揺
れ
動
き
な
が
ら
、
語
る
そ
の
瞬
間
に
自
ら
が
、
そ
の
発
せ
ら
れ
た
言
葉

に
よ
っ
て
感
情
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
悪
人
」
ユ
ダ
と
な
っ
た
。

で
は
、
兄
と
弟
は
、
ど
ち
ら
が
「
私
」
で
、
ど
ち
ら
が
「
あ
の
人
」
か
。

弟
を
ユ
ダ
、
兄
を
イ
エ
ス
と
し
て
み
る
論
も
あ
る
が

、
各
々
が
ユ
ダ
と

(20)

し
て
語
り
、
相
手
を
イ
エ
ス
「
あ
の
人
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
兄
が
弟
を
語
る
時
は
、
弟
を
イ
エ
ス
に
、
弟
が
兄
を
語
る

時
は
、
兄
が
イ
エ
ス
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
弟
が
兄
の

殺
意
を
立
証
す
る
（
「
売
る
」
）
と
い
う
展
開
は
、
弟
「
ユ
ダ
」
と
兄
「
イ

エ
ス
」
と
し
て
み
る
方
が
自
然
だ
ろ
う
。
だ
が
、
兄
の
語
り
に
も
、
次
の

よ
う
に
、
「
駈
込
み
訴
へ
」
の
ユ
ダ
的
要
素
が
強
い
。
以
下
に
二
人
の
語

り
を
抜
粋
し
て
み
よ
う
。

《
弟

―
「
第
五
章

早
川
猛
の
か
た
り
」
》

そ
う
な
ん
で
す
。
兄
は
、
僕
た
ち
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
ん
で
す
。

弟
の
僕
が
、
智
恵
子
と
セ
ッ
ク
ス
を
し
た
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
て
、

そ
れ
を
黙
っ
て
い
た
ん
で
す
。
兄
は
ず
っ
と
嫉
妬
を
し
て
い
た
ん
で

す
。（
略
）
智
恵
子
は
プ
ロ
ポ
ー
ズ
ど
こ
ろ
か
、
一
度
も
口
説
か
れ
た

こ
と
も
な
く
、
そ
れ
で
も
逃
げ
る
場
所
も
な
く
、
歳
だ
け
ど
ん
ど
ん

と
っ
て
い
く
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
そ

れ
だ
っ
て
、
兄
の
作
っ
た
仕
掛
け
な
ん
で
す
。
じ
く
じ
く
と
熟
れ
き

っ
て
、
誰
も
手
を
触
れ
た
が
ら
な
い
腐
臭
を
漂
わ
せ
る
よ
う
に
な
る

の
を
き
っ
と
待
っ
て
い
た
ん
で
す
。
ず
る
い
ん
で
す
。
闘
わ
ず
、
傷

つ
か
ず
、
勝
利
を
勝
ち
取
ろ
う
と
も
し
な
い
く
せ
に
、
零
れ
落
ち
た

売
れ
残
り
の
汁
を
吸
っ
て
、
生
き
な
が
ら
え
よ
う
と
す
る
ん
で
す
。

そ
れ
で
い
て
、
周
囲
の
誰
か
ら
も
憎
ま
れ
ず
、
非
難
さ
れ
ず
に
の
う

の
う
と
暮
ら
し
て
い
ら
れ
る
兄
の
人
生
が
、
僕
に
は
怠
惰
に
見
え
ま

し
た
。
智
恵
子
は
息
苦
し
さ
に
悲
鳴
を
上
げ
そ
う
に
な
っ
て
い
ま
し

た
。
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
昔
自
分
を
放
り
棄
て
た
僕
な
ん
か
に

抱
か
れ
ま
す
か
。
そ
れ
も
こ
れ
も
全
部
兄
の
仕
掛
け
た
罠
だ
っ
た
ん

だ
。
僕
を
試
し
た
ん
だ
。（
略
）
兄
は
事
件
を
起
こ
し
て
、
全
て
を
ぶ

ち
壊
し
て
、
僕
を
惑
わ
そ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
。
こ
れ
は
兄
の
復
讐



で
す
。
兄
は
僕
の
こ
と
が
憎
く
て
た
ま
ら
な
い
の
で
す
…
…
。
／
け

れ
ど
ほ
ん
と
う
？

ほ
ん
と
う
に
？

ほ
ん
と
う
な
の
兄
ち
ゃ
ん
。

／
悪
い
の
は
僕
で
か
ま
わ
な
い
。
智
恵
子
を
殺
し
て
い
た
っ
て
、
も

う
か
ま
わ
な
い
。
あ
ん
た
、僕
の
こ
と
を
一
体
ど
う
思
っ
て
い
た
の
？

《
兄

―
「
第
六
章

早
川
稔
の
か
た
り
」
》

事
実
を
話
そ
う
。
僕
の
弟
が
、
僕
の
無
実
を
信
じ
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
が
事
実
だ
。
／
そ
の
橋
の
上
で
、
弟
に
ぎ
ゅ
う
、
と
抱

き
し
め
ら
れ
た
時
に
わ
か
っ
た
ん
だ
。
／
あ
あ
、
こ
の
子
は
、
人
殺

し
の
弟
に
な
り
た
く
な
い
ん
だ
、
と
。
／
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
こ
と

だ
よ
。
／
信
じ
ら
れ
な
い
！

と
猛
は
叫
ん
だ
。
ど
う
し
て
僕
が
兄

貴
の
こ
と
を
疑
う
ん
だ
よ
、
と
ね
。
／
お
前
だ
ろ
う
よ
、
と
笑
っ
た

よ
。
僕
の
こ
と
を
ず
っ
と
今
ま
で
疑
っ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
初

め
か
ら
一
度
で
も
、
信
じ
た
こ
と
な
ん
て
、
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
。

で
も
信
じ
ろ
と
は
言
わ
な
い
よ
。
そ
れ
が
猛
と
い
う
僕
の
弟
だ
も
の
。

僕
の
誇
り
で
、
僕
の
宝
。
ず
っ
と
お
前
が
眩
し
く
て
仕
方
が
な
か
っ

た
よ
。（
略
）
／
僕
は
吊
り
橋
の
上
で
／
智
恵
子
さ
ん
に
兄
が
詰
め
寄

る
の
を
見
た
の
で
す
／
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
れ
る
橋
の
上
で
二
人
は
も
み
合

っ
て
／
彼
女
は
兄
に
突
き
落
と
さ
れ
ま
し
た
／
悲
鳴
を
上
げ
て
／
落

ち
て
い
き
ま
し
た
／
僕
は
、
見
て
い
ま
し
た
／
／
一
篇
の
詩
を
聞
い

て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。（
略
）
／
ゆ
る
や
か
な
西
日
が
す
う
っ
と
そ
の

横
顔
に
差
し
込
ん
で
い
た
。
弟
の
顔
は
、
な
ぜ
だ
か
と
て
も
す
っ
き

り
し
て
い
て
、
男
で
も
な
い
よ
う
な
、
女
で
も
な
い
よ
う
な
、
不
思

議
な
神
々
し
さ
だ
っ
た
。
／
そ
う
だ
。
お
母
さ
ん
が
死
ん
で
、
納
屋

を
片
付
け
て
い
た
時
に
出
て
き
た
古
い
古
い
掛
け
軸
の
絵
を
思
い
出

し
た
よ
。
僕
を
売
っ
た
男
の
顔
は
、
あ
の
観
音
様
み
た
い
に
き
れ
い

だ
っ
た
ん
だ
。

小
説
「
ゆ
れ
る
」
が
興
味
深
い
の
は
、
単
に
「
駈
込
み
訴
へ
」
と
の
類

似
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
ユ
ダ
の
語
り
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
二
者

が
ユ
ダ
に
な
る
と
い
う
、
二
重
の
構
造
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
ち
ら
も
ユ

ダ
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
相
手
を
イ
エ
ス
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
。
相

手
に
と
っ
て
は
イ
エ
ス
だ
が
、
自
ら
は
ユ
ダ
の
よ
う
に
語
る
構
造
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
、
二
重
の
ユ
ダ
の
語
り
が
「
ゆ
れ
る
」
の
魅
力
で
あ
る
。

本
稿
第
一
節
（
本
講
義
の
第
一
週
目
）
で
取
り
あ
げ
た
、
本
文
の
引
用
箇

所
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
香
油
事
件
の
記
述
で
あ
る
。
一
人
の
女
性
を

巡
る
事
件
（
三
角
関
係
）
を
契
機
に
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
「
駈

込
み
訴
へ
」
と
の
接
点
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

一
方
で
は
最
も
卑
俗
で
血
な
ま
ぐ
さ
い
他
殺
や
自
殺
に
、
他
方
で
は

戦
闘
的
唯
物
論
を
含
め
て
最
も
微
妙
な
全
哲
学
の
根
本
問
題
に
、
直

接
連
な
る
こ
の
よ
う
な
謎
に
つ
い
て
、
よ
し
『
学
問
の
た
め
の
学
問
』

の
そ
し
り
を
受
け
よ
う
と
も
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
『
真
剣
に
か
つ

自
由
に
』（
デ
カ
ル
ト
『
省
察
録
』）
考
え
て
み
る
と
い
う
こ
と
も
、

大
学
に
学
ぶ
こ
と
を
許
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
、
光
栄
あ
る
任
務
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。



（
滝
沢
克
己
「
学
問
と
現
実

あ
る
い
は
大
学
と
実
社
会
」）
(21)

滝
沢
克
己
は
、
一
九
五
五
年
に
、
要
求
さ
れ
て
い
た
『
実
際
に
役
立
つ

学
問
』
が
、
「
あ
る
意
味
で
は
戦
争
中
か
ら
引
き
つ
づ
い
て
」
い
た
要
求

だ
と
述
べ
る
。
だ
が
、
現
実
の
社
会
に
役
立
つ
学
問
を
必
要
と
し
な
が
ら

も
、
一
方
で
、
そ
の
ま
ま
現
実
の
理
想
像
と
い
う
も
の
を
何
の
疑
い
も
な

く
受
け
容
れ
る
危
険
性
を
問
う
。
批
判
の
対
象
と
し
て
現
実
を
み
る
際
の

学
問
と
し
て
、
滝
沢
は
哲
学
の
必
要
性
を
綴
っ
た
。

い
ま
か
ら
六
〇
年
前
の
言
葉
が
、
い
ま
の
日
本
文
学
研
究
・
教
育
の
場

に
お
い
て
も
響
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
私
た
ち
は
、
何
の
た
め
に
文
学

を
学
び
、
教
え
る
の
だ
ろ
う
。
実
生
活
に
役
立
つ
／
役
立
た
な
い
と
い
っ

た
単
純
な
図
式
で
は
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
必
要
性
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
。
作
家
が
人
生
を
か
け
て
執
筆
し
た
作
品
に
、
真
剣
に
向
き
合
う

こ
と
は
、
実
に
刺
激
的
な
行
為
で
あ
る
。
同
時
に
、
自
分
が
何
か
の
発
信

源
と
な
り
、
他
者
に
、
自
ら
の
思
い
を
言
葉
で
表
現
し
た
い
と
い
う
感
情

の
発
露
は
、
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
促
さ
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
「
駈
込
み
訴
へ
」
を
も
と
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
一
篇
の
作
品

は
、
典
拠
、
同
時
代
作
品
、
類
似
テ
ー
マ
の
他
作
品
、
現
代
作
品
へ
と
、

場
所
や
時
代
を
超
え
て
い
く

。
文
学
作
品
を
読
解
す
る
行
為
は
、
個
の

(22)

作
業
で
あ
る
。
だ
が
、
講
義
の
な
か
で
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
集
団
の
作

業
と
な
る
。
集
団
の
中
で
、
多
角
的
視
点
を
通
し
て
、
作
品
の
世
界
は
広

が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
文
学
を
、
「
真
剣
に
か
つ
自
由
に
」

学
ぶ
こ
と
の
楽
し
み
が
あ
る
。

【
注
記
】

な
お
、
本
文
中
の
引
用
は
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
『
現
代
日
本
の
文
学
』
（
双
文
社
出

1
版
、
一
九
七
一
年
四
月
）
に
拠
る
。

通
年
の
西
南
学
院
大
学
は
全
三
十
回
の
う
ち
の
第
十
六
～
十
八
回
目
、
半
期
の
福
岡

2
教
育
大
学
は
全
十
五
回
の
う
ち
の
第
十
～
十
二
回
目
に
あ
た
る
。
本
講
義
の
受
講
生

た
ち
に
、
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

『
太
宰
治
研
究
６
』
（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
年
六
月
）
所
収
。
こ
の
論
文
は
、
「
コ

3
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
運
動
に
携
わ
る
太
宰
の
姿
が
イ
エ
ス
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
思
想
に
深

く
共
感
し
な
が
ら
も
そ
の
運
動
か
ら
離
脱
し
て
行
く
太
宰
の
姿
が
ユ
ダ
に
託
さ
れ
て

い
る
」
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
だ
が
、
本
講
義
で
は
、
作
品
内
容
と
作
家
の

政
治
運
動
と
の
つ
な
が
り
に
重
き
を
置
い
て
い
な
い
。
今
回
は
、
笠
井
論
の
な
か
で
、

典
拠
と
の
相
違
、
ユ
ダ
の
感
情
に
関
す
る
考
察
に
つ
い
て
参
考
に
し
た
。

『
聖
書

新
共
同
訳

―
旧
約
聖
書
続
編
つ
き
』（
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
九
四
年
）

4

こ
の
第
一
週
の
受
講
者
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
の
な
か
で
、
以
下
の
よ
う
に
、
ユ
ダ
へ
の

5
否
定
的
感
想
も
並
ん
だ
。
「
誰
か
に
取
ら
れ
る
く
ら
い
な
ら
殺
し
て
や
る
な
ど
と
い
っ

た
感
情
は
、
純
粋
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
歪
ん
で
い
る
」「
ユ
ダ
は
い
わ
ゆ
る
〝
ツ
ン
デ
レ
〟

と
い
う
印
象
」
「
片
想
い
を
し
て
い
る
人
の
話
の
よ
う
」
「
独
占
欲
の
強
さ
が
出
て
い

る
」
「
今
で
い
う
所
謂
「
ヤ
ン
デ
レ
」
と
い
う
も
の
で
は
」
「
イ
エ
ス
に
愛
情
の
見
返

り
を
求
め
て
憎
む
と
こ
ろ
は
子
供
っ
ぽ
い
」
な
ど
。

コ
メ
ン
ト
は
他
に
、「
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
書
の
話
が
全
然
分
か
ら
な
い
か
ら
、
新
約
聖
書

6
を
典
拠
と
し
て
い
る
こ
の
小
説
も
意
味
が
分
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
も
の
も
あ
っ
た
。
そ

の
た
め
、
第
二
週
で
は
、『
新
約
聖
書

ま
ん
が
で
読
破
』（
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
、
二

〇
一
〇
年
十
二
月
）、
船
本
弘
毅
監
修
『
一
冊
で
わ
か
る

名
画
と
聖
書
』（
成
美
堂
出



版
、
二
〇
一
一
年
一
月
。
こ
の
う
ち
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
『
最
後
の
晩
餐
』、

ジ
ョ
ッ
ト
・
デ
ィ
・
ボ
ン
ド
ー
ネ
『
ユ
ダ
の
接
吻
』
を
参
照
）
と
い
っ
た
資
料
を
提
示
し
、

補
足
説
明
を
行
っ
た
。

「
駈
込
み
訴
へ
」
の
「
語
り
」
に
関
す
る
論
文
は
、
森
厚
子
「
太
宰
治
『
駈
込
み
訴

7
へ
』
に
つ
い
て

―
語
り
の
構
造
に
関
す
る
試
論

―
」
（
「
解
釈
」
一
九
七
九
年
二

月
）
、
嘉
数
弓
子
「
『
駈
込
み
訴
へ
』
論
」
（
「
上
智
教
育
大
学
国
語
研
究
」
５
、
一
九

九
一
年
二
月
）
、
高
塚
雅
「
太
宰
治
『
駈
込
み
訴
へ
』
試
論

―
旦
那
さ
ま
の
不
在

―
」
（
「
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
」
二
〇
一
〇
年
七
月
）
、
北
條
綾
音
「
『
駈
込
み
訴

へ
』
の
方
法
と
戦
略
」

―
語
り
・
主
題
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス

―
」
（
「
國
文
」
二

〇
一
二
年
七
月
）
な
ど
が
あ
る
。

ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

―
方
法
論
の
試
み
』
（
花

8
輪
光
・
和
泉
涼
一
訳
、
水
声
社
、
一
九
八
五
年
九
月
）
。
講
義
で
は
、
土
田
知
則
・
青

柳
悦
子
・
伊
藤
直
哉
『
ワ
ー
ド
マ
ッ
プ

現
代
文
学
理
論

テ
ク
ス
ト
・
読
み
・
世

界
』
（
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
十
一
月
）
、
川
口
喬
一
・
岡
本
靖
正
『
最
新

文
学
批

評
用
語
事
典
』
（
研
究
社
、
一
九
九
八
年
八
月
）
を
紹
介
し
な
が
ら
説
明
を
加
え
た
。

ウ
ェ
イ
ン
・
Ｃ
・
ブ
ー
ス
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
修
辞
学
』
（
米
本
弘
一
・
服
部
典
之

9
・
渡
辺
克
昭
訳
、
水
声
社
、
一
九
九
一
年
二
月
）

講
義
で
は
、
他
に
も
、
た
と
え
ば
夏
目
漱
石
「
坊
ち
ゃ
ん
」
の
語
り
手
な
ど
を
例
に

10
挙
げ
な
が
ら
信
頼
で
き
な
い
語
り
手
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
た
。

よ
く
触
れ
ら
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
津
島
美
知
子
は
『
回
想
の
太
宰
治
』（
人
文

11
書
院
、
一
九
七
五
年
五
月
）
に
お
い
て
「
太
宰
は
炬
燵
に
当
た
っ
て
、
盃
を
ふ
く
み

な
が
ら
全
文
、
蚕
が
糸
を
吐
く
よ
う
に
口
述
し
、
淀
み
な
く
、
言
い
直
し
も
し
な
か

っ
た
」
と
、
口
述
筆
記
に
よ
っ
て
作
品
が
執
筆
さ
れ
た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。

こ
の
二
通
り
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
受
講
生

12

の
反
応
が
あ
っ
た
。
①
に
つ
い
て
は
、「「
旦
那
さ
ま
」
の
立
場
は
権
力
が
あ
る
地
位
に
い

る
人
物
で
す
が
、
ユ
ダ
は
誰
で
も
が
起
こ
り
う
る
（
状
況
・
心
情
）
立
場
に
い
る
か
ら
彼

の
葛
藤
に
つ
い
て
考
え
や
す
い
と
思
い
ま
す
。」「
ユ
ダ
の
心
の
揺
れ
と
同
じ
よ
う
に
決
断

を
迫
ら
れ
た
読
者
の
心
の
揺
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
面
白
い
の
で
は
な
い

か
。
実
際
に
も
し
、
ユ
ダ
の
立
場
で
あ
っ
た
な
ら
、
イ
エ
ス
を
裏
切
る
こ
と
が
で
き
た
だ

ろ
う
か
。」
な
ど
。
一
方
の
②
は
、「
確
か
に
、
一
方
的
に
ユ
ダ
が
話
し
て
い
る
か
ら
、
旦

那
さ
ま
は
私
達
…
…
。
お
も
し
ろ
い
。」「
人
が
人
を
罰
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
否
か
と
い

う
点
で
、
死
刑
制
度
な
ど
と
も
関
連
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
だ
が
私
は
や

は
り
イ
エ
ス
を
死
刑
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
思
っ
た
。」
な
ど
。
②
の
読
み
方
の
方
が
、

意
外
、
興
味
深
い
、
と
い
う
意
見
が
散
見
さ
れ
た
。

寺
園
司
「
太
宰
治
と
聖
書
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
一
九
六
四
年
十
一
月
）
、
服
部
康

13
喜
「
「
駈
込
み
訴
へ
」
と
聖
書

―
「
人
間
イ
エ
ス
」
の
系
譜

―
」（
『
太
宰
治
研
究

』
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
年
六
月
）
な
ど
。

19
引
用
は
『
芥
川
龍
之
介
全
集

第
十
五
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
一
月
）
に

14
拠
る
。

の
ち
、『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』（
第
一
書
房
、
一
九
三
八
年
十
一
月
。
そ
の
後
さ
ら
に
、

15
木
耳
社
、
一
九
七
九
年
→
柏
艪
舎
、
二
〇
一
三
年
十
月
）
。
本
稿
で
は
、
引
用
は
柏
艪

舎
版
に
拠
っ
た
。

『
人
間
キ
リ
ス
ト
記
』
か
ら
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
相
馬
正
一
「
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
・

16
キ
リ
ス
ト
教

双
極
の
中
の
太
宰
治
」
（
「
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
六
九
年
五

月
）
、
菊
田
義
孝
「
ユ
ダ
の
心

―
「
駈
込
み
訴
へ
」
と
山
岸
外
史
著
『
人
間
キ
リ
ス

ト
記
』
」
（
「
国
文
学

―
解
釈
と
教
材
の
研
究

―
」
一
九
六
六
年
五
月
）
、
木
村
小

夜
「
「
駈
込
み
訴
へ
」
を
読
む

―
山
岸
外
史
「
人
間
キ
リ
ス
ト
記
」
と
の
接
点
か
ら
」

（
「
季
刊iiichiko
」
二
〇
一
〇
年
十
月
）
な
ど
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。



佐
藤
泰
正
は
「
「
駈
込
み
訴
へ
」
と
「
西
方
の
人
」
イ
エ
ス
像
の
転
移
を
め
ぐ
っ
て
」

17
（
「
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
」
一
九
八
三
年
六
月
）
に
お
い
て
、
「
さ
て
、
芥
川
か
ら

太
宰
へ
の
キ
リ
ス
ト
像
の
転
移
と
は
何
か
。
芥
川
の
語
ら
ん
と
す
る
も
の
は
ま
ぎ
れ

も
な
く
〈
西
方
の
呼
び
声
〉
を
聴
い
た
も
の
の
宿
命
で
あ
り
、
そ
の
嘆
声
で
あ
ろ
う
。

、
、

（
略
）
／
太
宰
に
こ
の
東
方
と
西
方
を
め
ぐ
る
葛
藤
は
な
い
。
そ
れ
は
同
じ
キ
リ
ス

ト
教
作
家
で
あ
り
な
が
ら
遠
藤
周
作
に
あ
っ
て
椎
名
麟
三
に
な
い
の
と
同
断
で
あ

る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

映
画
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
シ
ネ
カ
ノ
ン
、
二
〇
〇
六
年
七
月
）
掲
載
の
、
弟
・
猛
を
演

18
じ
た
オ
ダ
ギ
リ
ジ
ョ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
取
材
・
文
、
轟
多
起
夫
）
で
は
、
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
撮
影
の
途
中
、
西
川
監
督
か
ら
、
太
宰
治
の
短
編
『
駆

込
み
訴
へ
』
を
参
考
に
渡
さ
れ
た
。
こ
う
い
っ
た
サ
ブ
テ
キ
ス
ト
を
読
む
の
は
、
オ

ダ
ギ
リ
ジ
ョ
ー
に
し
て
は
珍
し
い
こ
と
だ
と
い
う
。「
香
川
さ
ん
に
は
先
に
伝
え
て
い

た
ら
し
い
ん
で
す
け
ど
、
僕
に
は
言
い
忘
れ
て
い
た
み
た
い
で
し
た
（
笑
）
。
撮
影
も

後
半
、
裁
判
シ
ー
ン
を
撮
り
は
じ
め
て
か
ら
、
貸
し
て
も
ら
っ
て
読
ん
で
み
ま
し
た
。

す
で
に
猛
の
在
り
方
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
程
度
、
自
分
な
り
に
見
え
て
い
た
か
ら

読
む
余
裕
が
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。
西
川
監
督
が
こ
の
本
を
読
ん
で
少
な
か
ら
ず

影
響
さ
れ
、
映
画
の
骨
子
が
作
ら
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
興
味
深
か
っ
た
で
す
（
略
）」
」
。

こ
の
解
説
の
後
に
、
「
本
稿
は
、
映
画
『
ゆ
れ
る
』
で
早
川
稔
を
演
じ
た
香
川
照
之

19
氏
が
独
自
の
視
点
か
ら
書
い
て
お
り
、
西
川
美
和
氏
の
意
向
と
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

大
野
真
「
鳴
動
論

―
映
画
『
ゆ
れ
る
』
の
結
末
が
内
包
す
る
も
の

―
」（
「
大
妻

20
女
子
大
学
紀
要

文
系
」
二
〇
一
五
年
三
月
）
。
ま
た
、
大
野
は
、
同
論
文
に
お
い
て
、

「
太
宰
の
創
造
し
た
ユ
ダ
は
こ
の
無
限
運
動
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ゆ
ら
ぎ
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
（
略
）
太
宰
が
軽
や
か
な
語
り
で
「
駈
込
み
訴
へ
」
と
い

う
短
編
に
籠
め
て
み
せ
た
、
彼
自
身
に
と
っ
て
最
も
重
く
切
実
な
こ
の
問
題
を
、
西

川
美
和
は
映
画
と
い
う
別
ジ
ャ
ン
ル
で
再
現
し
、
更
に
そ
の
先
へ
と
展
開
し
て
み
せ

た
。
こ
れ
に
続
く
『
デ
ィ
ア
・
ド
ク
タ
ー
』（
二
〇
〇
九
年
）
と
『
夢
売
る
ふ
た
り
』

（
二
〇
一
二
年
）

が
、
共
に
優
れ
た
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
『
ゆ
れ
る
』
の
衝
撃
性

に
遥
か
に
及
ば
ぬ
こ
と
か
ら
し
て
も
、『
ゆ
れ
る
』
は
脚
本
・
演
出
・
役
者
・
カ
メ
ラ
、

そ
の
他
す
べ
て
の
条
件
が
見
事
に
咬
み
合
っ
た
、
奇
蹟
的
な
一
回
性
に
縁
取
ら
れ
た

作
品
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。」
と
、
「
ゆ
れ
る
」
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

「
九
州
大
学
新
聞
」（
一
九
五
五
年
四
月
一
〇
日
、
二
面
）

21

本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
な
か
っ
た
が
、
他
に
も
、
ユ
ダ
／
イ
エ
ス
の
一
つ
の
変
形
と

22
し
て
、L

ady
G
aga

"Judas"

（
二
〇
一
一
年
）
を
講
義
で
取
り
上
げ
た
。
こ
の
詞
で

は
、
「
私
（I

）
」
は
、
香
油
事
件
の
マ
リ
ア
と
し
て
、
イ
エ
ス
が
現
在
の
恋
人
、
ユ
ダ

が
過
去
の
恋
人
と
し
て
配
置
さ
れ
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ビ
デ
オ
で
も
同
様
に
演
じ
ら
れ

て
い
る
。

【
そ
の
他
の
参
考
文
献
】

・
三
好
行
雄
編
『
太
宰
治
必
携
』（
學
燈
社
、
一
九
八
一
年
三
月
）

・
東
郷
克
美
編
『
太
宰
治
事
典
』（
學
燈
社
、
一
九
九
五
年
五
月
）

・
山
内
祥
史
編
『
太
宰
治
著
述
総
覧
』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
七
年
九
月
）

・
『
太
宰
治
全
集

』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年
五
月
）

13

・
『
文
豪
ナ
ビ
太
宰
治
』（
新
潮
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
十
一
月
）

・
『
太
宰
治
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
五
年
一
月
）

（
北
九
州
市
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）


