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私
小
説
的
装
置
を
駆
使
し
た
作
品
世
界
の
構
築 

―
―

森　
　
　

晴　

彦

一

は
じ
め
に

『
富
嶽
百
景
』
は
、
太
宰
治
の
代
表
的
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、
東
京
で
の
荒
ん
だ
生
活
を
天
下
茶

屋
に
籠
り
更
生
し
見
合
い
を
し
て
結
婚
す
る
太
宰
自
身
の
実
生
活
を
題
材
に
描
い
た
小
説
と
し
て
も

太
宰
文
学
の
中
で
も
記
念
碑
的
な
作
品
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
太
宰
作
品
の
中
期
区
分

の
可
否
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
中
期
を
代
表
す
る
こ
の
小
説
は
、
そ
れ
ま
で
の
太
宰
の
作
品
と
は
異
な

り
、
作
中
に
明
る
さ
が
遍
満
し
て
い
る
。
実
際
に
太
宰
は
、
小
説
に
展
開
す
る
よ
う
に
天
下
茶
屋
逗

留
を
経
て
結
婚
す
る
た
め
、
作
者
の
実
生
活
の
安
定
を
も
っ
て
こ
の
作
品
の
生
成
を
指
摘
す
る
説
も

出
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
だ
ろ
う
。『
富
嶽
百
景
』
は
実
生
活
を
活
写
し
た
よ
う
に
見

せ
て
お
き
な
が
ら
、
事
実
を
改
変
し
て
小
説
の
展
開
に
利
用
す
る
創
作
方
法
を
多
用
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、私
小
説
に
仮
託
し
た
小
説
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
事
実
を
改
変
し
再
構
築
に
よ
っ

て
創
ら
れ
た
作
品
な
の
で
あ
る
。
私
小
説
的
装
置
、
と
私
は
呼
ぶ
が
、
意
図
的
に
作
者
と
主
人
公
が

重
な
る
よ
う
に
し
、
一
見
事
実
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
仕
込
む
こ
と
で
読
者
を
私
小
説
の
範
疇
に
引

き
込
む
仕
掛
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
書
か
れ
た
作
品
が
事
実
か
ら
自
立
し
た
作
品
世
界
を
展
開
す
る

こ
と
は
百
も
承
知
だ
が
、
私
小
説
的
装
置
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
事
実
と
の
齟
齬
を
対
置
さ
せ

る
こ
と
で
創
作
し
た
も
の
が
明
白
に
な
る
。
た
だ
し
、
事
実
と
の
齟
齬
を
殊
更
問
題
視
す
る
戦
後
す

ぐ
の
私
小
説
批
判
を
再
現
す
る
つ
も
り
は
全
く
な
く
、
目
的
が
異
な
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。
虚

構
を
創
出
す
る
方
法
を
照
射
す
る
た
め
の
一
手
段
で
あ
る
。

『
富
嶽
百
景（

（
（

』
は
正
・
続
二
回
に
分
け
ら
れ
て
「
文
体
」
二
巻
二
号
（
昭
一
四
・
二
）、「
続
富
嶽
百
景
」

が
同
二
巻
三
号
（
昭
一
四
・
三
）
に
発
表
さ
れ
た
。
続
編
は
「
こ
と
さ
ら
に
、
月
見
草
を
選
ん
だ
わ

け
は
…
…
」
か
ら
以
降
で
あ
る
。
単
行
本
は
、
七
月
刊
行
の
『
女
生
徒
』（
昭
一
四
、
砂
子
屋
書
房
）

に
所
収
。『
富
嶽
百
景
』（
昭
一
八
、
新
潮
社
）
に
採
録
。
以
後
、
撰
集
全
集
、
一
一
次
に
わ
た
る
筑

摩
書
房
全
集
、
新
潮
文
庫
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
や
角
川
・
ち
く
ま
文
庫
等
に
収
録
さ
れ
、
広
く
読
ま
れ

た
作
品
で
あ
る
。

言
及
す
る
必
要
性
を
感
じ
て
い
る
こ
と
は
次
の
項
目
で
あ
る
。
部
分
的
に
虚
構
は
指
摘
さ
れ
て
い

た
が
、
概
ね
、
実
話
小
説
・
私
小
説
と
し
て
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
強
く
是
正
す
る
必
要
が
あ
る
。

事
実
と
の
齟
齬
に
つ
い
て
作
品
全
体
を
通
し
て
の
検
討
と
、
そ
れ
を
行
な
っ
た
太
宰
の
創
作
方
法
へ

の
言
及
が
な
い
こ
と
（
改
変
が
意
識
的
に
行
な
わ
れ
、
作
品
構
築
に
改
変
が
役
割
を
果
た
し
て
い
る

こ
と
）。
同
時
代
の
私
小
説
へ
の
認
識
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
富
嶽
百
景
』
の
位
相
を
評
す
べ
き
で
あ

る
こ
と
。
改
変
し
て
の
事
実
利
用
は
小
説
創
作
上
、
当
然
で
、
こ
の
作
品
は
興
味
深
い
創
作
過
程
事

例
で
あ
る
こ
と
―
―
な
ど
で
あ
る
。『
富
嶽
百
景
』
が
事
実
と
い
う
パ
ー
ツ
を
巧
み
に
小
説
の
枠
に

は
め
込
ん
で
世
界
を
創
っ
て
い
る
か
―
―
つ
ま
り
作
品
を
構
築
し
て
い
る
か
創
作
過
程
を
明
ら
か
に

し
た
い
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、『
富
嶽
百
景
』
の
創
作
方
法
に
つ
い
て
追
究

し
た
い
（
な
お
、
本
稿
は
創
作
過
程
論
の
立
場
か
ら
論
究
す
る
。
テ
キ
ス
ト
論
や
作
者
論
に
と
っ
て

有
益
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
）。

　　

一
、
同
時
代
の
理
解
―
妄
想
小
説
と
事
実
小
説

そ
れ
ま
で
の
作
品
も
だ
が
、
太
宰
の
作
品
は
身
辺
雑
記
の
場
面
設
定
を
す
る
た
め
、
私
小
説
と
し

て
受
容
さ
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
作
者
自
身
の
狙
い
な
の
だ
が
、
作
者
の
思
惑
は
今

は
措
き
、
師
で
あ
る
井
伏
鱒
二
が
「
可
成
り
在
り
の
ま
ま
に
書
い
て
い
る
作
品
」
と
評
す
る
な
ど
、

虚
構
よ
り
は
私
小
説
と
解
さ
れ
る
。「
太
宰
の
作
品
の
中
で
最
も
心
境
小
説
に
近
い
」（
鳥
居
邦
朗
、

昭
四
〇
）
や
「『
私
』
性
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
、
虚
構
性
の
少
な
い
も
の
と
し
て
中
期
で
は
注
目
す
べ
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大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
七
輯

二

き
作
品
」（
饗
庭
孝
男
、
昭
五
六
）
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
私
小
説
肯
定
論
が
根
強
く
あ
っ
た
。

一
方
、
部
分
的
な
作
品
の
虚
構
に
関
し
て
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
お
り
、
早
く
吉
本
隆
明
氏
は
「
こ

う
い
う
作
品
を
〈
私
小
説
〉
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
危
険
だ
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
。
わ
た

し
は
私
小
説
の
仮
装
を
も
っ
て
か
か
れ
た
〈
語
り
物
〉
と
お
も
う（

（
（

」
と
さ
れ
、
平
岡
敏
夫
氏
も
『
富

嶽
百
景
』
で
は
、
十
五
に
な
る
娘
さ
ん
の
み
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
つ
い
で
お
か
み
さ
ん
が
描

か
れ
、
他
に
六
つ
に
な
る
男
の
子
が
何
の
内
容
も
与
え
ら
れ
ず
に
登
場
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ほ

ど
一
家
に
と
っ
て
切
実
な
主
人
の
出
征
の
こ
と
も
全
く
出
て
こ
な
い（

3
（

」
と
さ
れ
、
相
馬
正
一
氏
も
井

伏
夫
人
の
カ
ッ
ト
に
つ
い
て
だ
が
「
ど
こ
ま
で
が
事
実
で
ど
こ
ま
で
が
虚
構
で
あ
る
か
、
早
急
に
は

断
じ
が
た
い（

4
（

」
と
し
、
後
出
の
大
森
郁
之
助
氏（

（
（

や
三
谷
憲
正
氏（

（
（

も
事
実
と
の
齟
齬
を
指
摘
し
て
お
ら

れ
る
。

で
は
太
宰
の
小
説
は
同
時
代
で
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
か
ら

確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
佐
藤
春
夫「
芥
川
賞
―
―
憤
怒
こ
そ
愛
の
極
点（
太

宰
治
）」（「
改
造
」
一
八
巻
一
一
号
、
昭
一
一
・
一
一（

（
（

）
か
ら
引
用
す
る
（
傍
線
は
稿
者
）。

君
、
こ
れ
は
困
る
。
い
け
な
い
ね
。
か
う
身
勝
手
な
、
出
鱈
目
を
書
か
れ
て
は
。
―
―
ま
る
で

妄
想
を
事
実
の
如
く
報
告
す
る
。
こ
の
手
法
は
い
つ
で
も
困
る
の
に
。
そ
れ
が
か
う
功
利
的
に
。

利
用
さ
れ
て
ゐ
て
は
。筆
者
の
常
識
よ
り
は
。良
心
の
方
を
。先
づ
疑
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ね
。

（
略
）
な
ん
だ
、
自
分
で
も
氣
が
つ
い
て
や
つ
て
ゐ
る
の
だ
ね
。
―
―
ど
の
程
度
だ
か
は
知
ら

な
い
が
。
右
と
い
う
事
實
を
左
に
し
て
し
ま
つ
て
迷
惑
に
な
る
ま
い
か
も
な
い
も
の
さ
。
と
ぼ

け
て
ゐ
る
の
か
な
（
略
）
だ
が
最
後
ま
で
讀
ん
で
見
た
つ
て
嘘
を
書
い
た
こ
と
の
取
消
し
な
ど

あ
る
筈
も
あ
る
ま
い
。（
略
）
太
宰
の
作
品
は
『
創
生
記
』
に
限
ら
ず
全
部
幻
想
的
と
い
ふ
よ

り
は
妄
想
的
に
出
來
て
ゐ
る
。
み
な
一
つ
の
夢
で
あ
る
。
悪
夢
で
あ
る
。
夢
の
な
か
に
眞
實
を

還
元
し
て
計
算
す
る
に
は
一
定
の
用
意
が
必
要
で
あ
る
。
書
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
す
べ
て
事
實
と

見
る
こ
と
は
夢
の
全
部
を
眞
實
と
思
ひ
込
む
や
う
な
幼
稚
に
愚
劣
な
錯
覺
で
あ
る
。
尤
も
太
宰

は
こ
れ
を
奇
貨
と
し
て
妄
想
を
事
實
と
思
ひ
込
ま
せ
る
や
う
な
仕
組
み
で
書
き
上
げ
て
ゐ
る
。

そ
れ
と
も
太
宰
自
身
が
自
分
の
妄
想
を
自
分
で
眞
實
と
思
ひ
込
ん
で
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。
困

つ
た
者
だ
と
自
分
が
い
ふ
の
は
主
と
し
て
こ
の
點
で
あ
る
。
事
實
を
事
實
と
し
て
知
つ
て
ゐ
る

自
分
は
、
事
實
が
太
宰
の
文
章
の
上
で
（
或
は
頭
腦
の
中
で
）
ど
れ
だ
け
歪
曲
さ
れ
て
妄
想
化

さ
れ
て
ゐ
る
か
を
明
細
に
知
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
事
實
も
全
然
知
ら
な
い
讀
者
が
、
身
邊
雜
記

―
事
實
そ
の
ま
ま
の
小
説
（
こ
の
拙
作
な
ど
が
そ
の
最
適
例
）
が
行
は
れ
て
ゐ
る
今
日
、
妄
想

小
説
を
も
錯
覺
に
よ
つ
て
事
實
小
説
と
早
合
點
す
る
こ
と
は
あ
り
そ
う
な
事
で
あ
る
。
恐
ら
く

太
宰
は
そ
の
逆
效
果
を
覘
つ
て
ゐ
る
も
の
ら
し
い
。
こ
の
ト
リ
ッ
ク
は
忌
々
し
い
程
效
果
を
擧

げ
て
ゐ
る
―
―
い
や
讀
者
が
進
ん
で
こ
の
わ
な
に
陷
ち
て
行
く
や
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
あ
る
。

芥
川
賞
を
懇
願
し
、種
々
佐
藤
に
世
話
に
な
り
な
が
ら
公
表
し
た
太
宰
の
問
題
作
「
創
生
記
」（「
新

潮
」
昭
一
一
・
一
〇
）
に
対
し
て
の
一
場
面
で
あ
る
。
中
条
（
宮
本
）
百
合
子
は
封
建
的
徒
弟
関
係

を
酸
鼻
と
評
し
、
文
壇
で
物
議
を
醸
す
こ
と
に
な
る
作
品
で
あ
る
。「
事
実
が
太
宰
の
文
章
の
上
で

歪
曲
さ
れ
妄
想
化
し
て
い
る
こ
と
」「
事
実
そ
の
ま
ま
の
身
辺
雑
記
が
行
な
わ
れ
て
い
る
今
日
」
が

注
目
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
事
実
を
活
写
す
る
小
説
や
身
辺
雑
記
的
小
説
が
基
本
の
時
代
に
、
事
実

を
改
変
し
て
小
説
化
す
る
太
宰
の
方
法
は
「
妄
想
小
説
」
と
ま
で
言
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

こ
の
佐
藤
の
昭
和
一
〇
年
代
の
私
小
説
観
は
大
変
重
要
で
、
明
治
時
代
の
、
特
に
後
期
自
然
主
義

の
流
れ
を
組
む
私
生
活
の
活
写
と
い
う
方
法
が
流
れ
込
む
私
小
説
は
、
大
正
期
の
心
境
小
説
や
純
粋

小
説
等
を
内
包
し
て
展
開
す
る
が
、
昭
和
一
〇
年
代
で
の
認
識
は
、
ほ
ぼ
佐
藤
の
小
説
に
言
い
尽
く

さ
れ
て
い
よ
う
。
少
し
批
評
の
観
点
は
異
な
る
が
、
津
島
美
知
子
の
言
辞
を
引
い
て
お
こ
う
。
太
宰

の
「
善
蔵
を
思
ふ
」（「
文
藝
」
昭
一
五
・
四
）
を
め
ぐ
る
事
実
と
の
齟
齬
で
あ
る
。「
私
は
嘘
つ
き
だ

と
言
わ
れ
て
い
る
が
嘘
み
た
い
な
ま
こ
と
の
話
を
語
ろ
う
」
と
し
て
、
先
日
に
せ
の
百
姓
女
か
ら
八

本
の
薔
薇
を
買
わ
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
。

結
局
六
本
の
バ
ラ
の
苗
を
植
え
て
男
は
立
ち
去
り
、
こ
の
苗
は
ち
ゃ
ん
と
根
付
い
た
の
で
あ
る

が
…
…
（
略
）
…
…
私
は
そ
の
後
、
こ
の
一
件
を
書
い
た
小
説
を
読
ん
で
、
さ
ら
に
驚
い
た
。

あ
の
と
き
一
部
始
終
を
私
は
近
く
で
見
聞
き
し
て
い
た
。
私
に
と
っ
て
の
事
実
と
太
宰
の
書
い

た
内
容
と
の
く
い
違
い
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
偽
か
ま
こ
と
か
と
い
う
人
だ

―
―
と
私
は
思
っ
た（

（
（

。

と
あ
る
が
、
太
宰
の
創
作
方
法
は
、
事
実
を
材
料
に
話
を
創
っ
て
い
る
の
で
、
事
実
を
知
る
側
近
の

人
か
ら
は
事
実
は
改
変
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
佐
藤
的
に
言
う
な
ら
ば
思
い
込
み
の
妄
想
小
説
と

評
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
事
例
は
大
変
興
味
深
い
。
一
四
四
回
芥
川
賞
（
平
二
三･

一
）
の
「
苦
役
列
車
」

の
西
村
賢
太
が
私
小
説
の
手
法
を
用
い
て
九
割
を
本
当
の
こ
と
と
語
り（

（
（

、「
甘
露
」
で
文
学
界
新
人

賞
（
平
二
三･
六
）
受
賞
の
水
原
涼
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
部
分
の
父
姉
近
親
相
姦
の
場
面
を
読
ん
だ
父

か
ら
勘
当
さ
れ
仕
送
り
が
止
ま
る
か
も
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
っ
て
い
た
が（

（（
（

、事
実
と
虚
構
の
問
題
は
、

柳
美
里
や
福
島
次
郎
以
来
、
久
々
に
西
村
の
登
場
で
私
小
説
が
注
目
さ
れ
、
再
び
折
衷
割
合
が
話
題

に
な
っ
た
が
、
太
宰
の
方
法
は
今
日
で
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
太
宰
が
雑
誌
に
載
っ
た
作
品
を



『
富
嶽
百
景
』
の
創
作
方
法

3（

三

す
ぐ
友
人
に
見
せ
て
い
た
こ
と
は
檀
一
雄
の
『
小
説
太
宰
治
』
か
ら
も
判
る
が
、
私
小
説
的
装
置
で

変
質
さ
せ
た
虚
構
を
事
実
を
知
る
人
達
に
読
ま
せ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
極
め
て
今
日
的
な
創

作
手
法
も
、
当
時
は
佐
藤
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
か
、
事
実
の
私
小
説
か
、
と
読
ま
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

二
、
事
実
の
脚
色
・
齟
齬
・
改
変
に
よ
る
小
説
化

で
は
具
体
的
に
『
富
嶽
百
景
』
を
考
証
し
な
が
ら
話
を
進
め
よ
う
。

昭
和
十
三
年
の
初
秋
、
思
ひ
を
あ
ら
た
に
す
る
覺
悟
で
、
私
は
、
か
ば
ん
ひ
と
つ
さ
げ
て
旅
に

出
た
。（
略
）
小
島
烏
水
と
い
ふ
人
の
日
本
山
水
論
に
も
、「
山
の
拗
ね
者
は
多
く
、
此
土
に
仙

遊
す
る
が
如
し
」
と
在
つ
た
。
甲
州
の
山
々
は
、
あ
る
ひ
は
山
の
、
げ
て
も
の
な
の
か
も
し
れ

な
い
。
私
は
、
甲
府
市
か
ら
バ
ス
で
ゆ
ら
れ
て
一
時
間
。
御
坂
峠
へ
た
ど
り
つ
く
。
御
坂
峠
、

海
抜
千
三
百
米
。
こ
の
峠
の
頂
上
に
、
天
下
茶
屋
と
い
ふ
、
小
さ
い
茶
店
が
あ
つ
て
、
井
伏
鱒

二
氏
が
初
夏
の
こ
ろ
か
ら
、
こ
こ
の
二
階
に
、
こ
も
つ
て
仕
事
を
し
て
居
ら
れ
る
。
私
は
、
そ

れ
を
知
つ
て
こ
こ
へ
来
た
。
井
伏
氏
の
お
仕
事
の
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
な
ら
、
隣
室
で
も
借

り
て
、
私
も
、
し
ば
ら
く
そ
こ
で
仙
遊
し
よ
う
と
思
つ
て
い
た
。　
　
　
　

山
の
拗
ね
者
が
仙
遊
、
を
主
人
公
に
重
ね
仙
遊
を
気
取
る
が
、
ぶ
ら
っ
と
天
下
茶
屋
の
井
伏
氏
を

訪
ね
…
…
と
い
う
状
況
は
「
仙
遊
」
と
い
う
言
葉
と
あ
い
ま
っ
て
風
流
人
の
余
裕
を
感
じ
さ
せ
る
が
、

実
際
は
違
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
津
島
美
知
子
氏
の
『
回
想
の
太
宰
治
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

彼
は
『
姨
捨
』
の
原
稿
料
で
質
屋
の
蔵
に
入
っ
て
い
た
、夏
の
和
服
一
揃
を
出
し
て
着
か
ざ
り
、

そ
の
鞄
一
つ
を
提
げ
て
御
坂
峠
の
天
下
茶
屋
に
登
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
Ｉ
先
生
が
太
宰
を
励

ま
し
て
新
し
い
出
発
を
決
意
さ
せ
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
下
宿

で
の
毎
日
が
よ
く
な
い
。
東
京
を
離
れ
て
山
中
に
籠
っ
て
、
長
篇
に
と
り
く
ん
で
み
る
よ
う
に

と
、
こ
の
茶
店
を
紹
介
し
て
く
だ
さ
り
、
書
き
上
げ
た
ら
竹
村
書
房
か
ら
上
梓
し
て
も
ら
う
内

諾
も
、
と
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
た（

（（
（

。

同
書
の
文
庫
本
刊
行
時
に
は
「
Ｉ
先
生
」
は
「
井
伏
先
生
」
に
改
訂
さ
れ
た
が
、仙
遊
の
実
態
は
、

長
篇
刊
行
の
内
諾
ま
で
出
版
社
か
ら
取
り
、
東
京
で
の
自
堕
落
な
生
活
か
ら
脱
却
し
籠
る
仕
事
部
屋

ま
で
用
意
し
て
、
お
膳
立
て
を
完
璧
に
し
た
上
で
井
伏
が
太
宰
を
呼
ん
だ
の
が
実
際
で
あ
る
。
そ
こ

を
作
品
の
よ
う
に
仙
遊
ム
ー
ド
を
醸
し
だ
し
た
こ
と
は
成
功
だ
が
、
実
際
は
そ
ん
な
悠
長
な
選
択
の

気
ま
ま
さ
が
あ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

『
富
嶽
百
景
』
の
特
徴
の
一
つ
に
、
実
話
に
取
材
を
し
な
が
ら
人
物
を
削
除
す
る
、
が
あ
る
。
御

坂
峠
の
天
下
茶
屋
に
は
、
井
伏
夫
妻
で
逗
留
し
て
い
る
が
、
作
品
で
は
井
伏
夫
人
節
代
は
一
度
も
登

場
し
な
い
。
天
下
茶
屋
に
は
太
宰
の
前
に
釣
師
・
杣
友
と
い
う
人
が
井
伏
の
隣
室
に
宿
泊
し
、
将
棋

を
指
し
て
い
る
際
、
階
段
か
ら
落
ち
て
尾
骶
骨
を
打
っ
て
寝
た
き
り
に
な
っ
て
い
た
、
と
井
伏
が
書

い
て
い
る（

（（
（

が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
一
言
も
書
か
れ
て
い
な
い
。
主
人
公
が
一
人
、
小
説
を
書
く
井
伏

の
元
を
ぶ
ら
り
と
訪
れ
る
、
と
演
出
し
て
い
る
。

三
、
三
ツ
峠
放
屁
に
み
る
作
中
人
物
井
伏
の
造
形

『
富
嶽
百
景
』
の
登
場
人
物
「
井
伏
鱒
二
」
は
、
実
在
の
井
伏
鱒
二
を
離
れ
、
物
語
の
登
場
人
物

「
井
伏
鱒
二
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
虚
構
化
さ
れ
た
世
界
を
描
く
好
例
と
な
る
。『
富

嶽
百
景
』
は
次
い
で
三
ッ
峠
に
登
る
。
ド
テ
ラ
姿
で
一
尺
も
毛
臑
を
露
出
さ
せ
茶
屋
の
老
爺
か
ら
借

用
の
ゴ
ム
底
地
下
足
袋
を
履
い
た
主
人
公
は
「
む
さ
苦
し
い
」
い
で
た
ち
で
あ
る
。
し
か
し
井
伏
は
、

井
伏
氏
は
、
人
の
な
り
ふ
り
を
決
し
て
軽
蔑
し
な
い
人
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
だ
け
は
流
石
に

少
し
、
気
の
毒
さ
う
な
顔
を
し
て
、
男
は
、
し
か
し
、
身
な
り
な
ん
か
気
に
し
な
い
は
う
が
い

い
、
と
小
声
で
呟
い
て
私
を
い
た
は
つ
て
く
れ
た
の
を
、
私
は
忘
れ
な
い
。

と
主
人
公
を
温
か
く
許
容
す
る
。
頂
上
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

急
に
濃
い
霧
が
吹
き
流
れ
て
来
て
、
頂
上
の
パ
ノ
ラ
マ
臺
と
い
ふ
、
斷
崖
の
縁
に
立
つ
て
み
て

も
、
い
つ
か
う
に
眺
望
が
き
か
な
い
。
何
も
見
え
な
い
。
井
伏
氏
は
、
濃
い
霧
の
底
、
岩
に
腰

を
お
ろ
し
、
ゆ
つ
く
り
煙
草
を
吸
ひ
な
が
ら
、
放
屁
な
さ
れ
た
。
い
か
に
も
、
つ
ま
ら
な
さ
う

で
あ
つ
た
。
パ
ノ
ラ
マ
台
に
は
、
茶
店
が
三
軒
な
ら
ん
で
立
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
軒
、

老
爺
と
老
婆
と
二
人
き
り
で
經
營
し
て
ゐ
る
ぢ
み
な
一
軒
を
選
ん
で
、
そ
こ
で
熱
い
茶
を
呑
ん

だ
。
茶
店
の
老
婆
は
気
の
毒
が
り
、
ほ
ん
た
う
に
生
憎
の
霧
で
、
も
う
少
し
經
つ
た
ら
霧
も
は

れ
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
富
士
は
、
ほ
ん
の
す
ぐ
そ
こ
に
、
く
つ
き
り
見
え
ま
す
、
と
言
ひ
、
茶

店
の
奥
か
ら
富
士
の
大
き
い
冩
眞
を
持
ち
出
し
、
崖
の
端
に
立
つ
て
そ
の
冩
眞
を
両
手
で
高
く

掲
示
し
て
、
ち
や
う
ど
こ
の
辺
に
、
こ
の
と
ほ
り
に
、
こ
ん
な
に
大
き
く
、
こ
ん
な
に
は
つ
き

り
、
こ
の
と
ほ
り
に
見
え
ま
す
、
と
懸
命
に
註
釋
す
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
番
茶
を
す
す

り
な
が
ら
、
そ
の
富
士
を
眺
め
て
、
笑
つ
た
。
い
い
富
士
を
見
た
。
霧
の
深
い
の
を
、
残
念
に

も
思
は
な
か
つ
た
。
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ま
ず
、
井
伏
放
屁
の
真
偽
だ
が
、
放
屁
し
て
い
な
い
、
が
事
実
の
よ
う
で
あ
る
。
井
伏
本
人
が
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
（
傍
線
波
線
、
稿
者
）。
太
宰
の
態
度
も
引
用
し
て
お
く
。

①　

三
ツ
峠
の
頂
上
で
、
私
が
浮
か
ぬ
顔
を
し
な
が
ら
放
屁
し
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
読
物
と
し
て
は
風
情
あ
り
げ
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
事
実
無
根
で
あ
る
。
…
…
（
略
）

…
…
私
は
太
宰
と
い
つ
し
よ
に
谷
に
降
り
て
行
つ
て
採
つ
て
来
た
。
茸
類
は
、
カ
ウ
タ
ケ
、
シ

ヒ
タ
ケ
、
イ
ウ
レ
イ
タ
ケ
な
ど
が
採
取
で
き
た
。
そ
ん
な
茸
類
に
は
太
宰
は
関
心
を
持
つ
様
子

は
見
せ
な
か
つ
た
。
三
ッ
峠
に
も
登
つ
た
が
、「
浮
か
ぬ
顔
を
し
て
ゐ
た
」
の
は
太
宰
自
身
で

あ
る（

（（
（

。

②　

い
づ
れ
も
可
成
り
在
り
の
ま
ま
に
書
い
て
い
る
作
品
だ
が
、「
富
嶽
百
景
」
に
つ
い
て
は

一
箇
所
だ
け
私
の
訂
正
を
求
め
た
い
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
が
三
ッ
峠
の
頂
上
の
霧
の
な
か

で
、浮
か
ぬ
顔
を
し
て
放
屁
し
た
と
い
ふ
描
写
で
あ
る
。私
は
太
宰
君
と
一
緒
に
三
ッ
峠
に
登
っ

た
が
放
屁
し
た
覚
え
は
な
い
。そ
れ
で
太
宰
君
が
私
の
う
ち
に
来
た
と
き
抗
議
を
申
し
込
む
と
、

「
い
や
放
屁
な
さ
い
ま
し
た
」
…
…
（
略
）
…
…
私
は
当
事
者
と
し
て
事
実
を
知
っ
て
ゐ
る
の

だ
か
ら
こ
の
ト
リ
ッ
ク
に
は
掛
か
ら
な
い
。（
略
）私
は
太
宰
君
に
煙
霞
療
養
と
い
ふ
の
を
勧
め
、

ま
だ
栗
拾
ひ
に
は
早
か
つ
た
が
坂
を
下
つ
て
塔
の
木
と
い
ふ
一
軒
屋
し
か
な
い
と
こ
ろ
へ
栗
を

採
り
に
連
れ
て
行
つ
た
。
太
宰
君
は
山
川
草
木
に
は
何
等
の
興
味
も
持
た
な
い
風
で
、
し
ょ
ん

ぼ
り
と
し
て
つ
い
て
来
た
。
ち
や
う
ど
「
富
嶽
百
景
」
で
私
の
こ
と
を
云
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、

い
か
に
も
、
つ
ま
ら
な
さ
う
で
あ
つ
た（

（（
（

。　

井
伏
の
回
想
を
信
じ
れ
ば
、「
い
か
に
も
、
つ
ま
ら
な
さ
う
で
あ
つ
た
」
の
は
他
な
ら
ぬ
太
宰
本

人
で
あ
る
。
こ
こ
は
小
説
の
登
場
人
物
の
「
井
伏
先
生
」
が
背
負
わ
さ
れ
た
も
の
は
、「
放
屁
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
小
事
に
こ
だ
わ
ら
ぬ
大
人
」
で
あ
り
、「
寛
大
で
慈
悲
の
心
を
持
つ
大
人
」
と
し

て
造
形
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
大
人
は
「
温
か
い
慈
愛
の
態
度
で
常
に
主
人
公
を
理
解
す
る
人

物
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
作
品
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
父
性
」
の
部
分
で
あ
り
、
そ

の
役
割
を
「
井
伏
先
生
」
は
果
た
す
。
作
中
に
描
か
れ
た
「
井
伏
先
生
」
は
終
始
「
理
解
者
」
で
あ

り
「
超
然
的
な
保
護
者
像
」
で
あ
る
。
現
実
は
、
見
合
い
の
労
は
取
る
も
関
わ
る
こ
と
は
積
極
的
で

は
な
か
っ
た
井
伏
に
太
宰
や
周
囲
が
懇
願
す
る
の
が
現
実
で
あ
る
。
従
っ
て
作
中
の
「
井
伏
先
生
」

は
現
実
の
井
伏
を
さ
ら
に
純
化
・
強
化
し
た
、
大
人
的
長
者
的
存
在（

（（
（

の
「
父
性（

（（
（

」
の
具
現
化
し
た
も

の
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
場
面
の
茶
店
の
老
婆
の
ひ
た
む
き
か
つ
懸
命
の
説
明
は
、
主
人
公
に
富
士
山
は
霧
で

見
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
い
い
富
士
を
み
た
」「
残
念
に
も
思
は
な
か
つ
た
」
と
言
わ
し
め
る

わ
け
だ
が
、「
ぢ
み
な
一
軒
を
選
ん
で
」「
熱
い
茶
」
を
設
定
し
、「
老
婆
の
一
生
懸
命
さ
に
打
た
れ
る
」

わ
け
で
あ
る
。
写
真
に
し
ろ
、
十
国
峠
の
富
士
以
来
の
富
士
肯
定
場
面
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
善
良
な

一
生
懸
命
な
老
婆
ら
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
は
展
開
上
、
重
要
で
、
以
後
、
こ
の
物
語
は
、
純
粋
な

女
性
た
ち
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
生
し
て
い
く
主
人
公
の
物
語
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

の
端
緒
が
こ
の
場
面
な
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
三
ツ
峠
に
は
山
頂
ま
で
同
行
し
た
和
服
の
井
伏
夫
人
が
一
緒
の
は
ず
だ
が
一
切
登
場

し
て
い
な
い
し（

（（
（

、「
ぢ
み
な
一
軒
を
選
」
ぶ
の
も
、
最
初
か
ら
決
ま
っ
て
お
り
、
当
時
三
ツ
峠
は
三

軒
の
山
小
屋
が
あ
っ
て
、
一
番
奥
の
小
屋
に
立
ち
寄
り
、
茶
を
出
し
て
も
ら
い
老
婆
に
富
士
山
の
写

真
を
見
せ
ら
れ
る
が
、
こ
こ
が
選
ば
れ
る
の
は
井
伏
夫
妻
と
太
宰
が
宿
泊
す
る
天
下
茶
屋
の
お
か
み

さ
ん
の
祖
父
の
小
屋
だ
か
ら
で
あ
る（

（（
（

。

四
、
見
合
い
当
日
の
齟
齬

直
接
、
本
文
と
井
伏
の
言
を
比
較
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
。

そ
の
翌
々
日
で
あ
つ
た
ら
う
か
、
井
伏
氏
は
、
御
坂
峠
を
引
き
あ
げ
る
こ
と
に
な
つ
て
、
私
も

甲
府
ま
で
お
と
も
し
た
。
甲
府
で
私
は
、
或
る
娘
さ
ん
と
見
合
ひ
す
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
。

井
伏
氏
に
連
れ
ら
れ
て
甲
府
の
ま
ち
は
づ
れ
の
、
そ
の
娘
さ
ん
の
お
家
へ
お
伺
ひ
し
た
。
井
伏

氏
は
、
無
雜
作
な
登
山
服
姿
で
あ
る
。
私
は
、
角
帯
に
、
夏
羽
織
を
着
て
ゐ
た
。
娘
さ
ん
の
家

の
お
庭
に
は
、
薔
薇
が
た
く
さ
ん
植
ゑ
ら
れ
て
ゐ
た
。
母
堂
に
迎
へ
ら
れ
て
客
間
に
通
さ
れ
、

挨
拶
し
て
、
そ
の
う
ち
に
娘
さ
ん
も
出
て
来
て
、
私
は
、
娘
さ
ん
の
顔
を
見
な
か
つ
た
。
井
伏

氏
と
母
堂
と
は
、お
と
な
同
士
の
、よ
も
や
ま
の
話
を
し
て
、ふ
と
、井
伏
氏
が
、「
お
や
、富
士
。」

と
呟
い
て
、
私
の
背
後
の
長
押
を
見
あ
げ
た
。
私
も
、
か
ら
だ
を
捻
ぢ
曲
げ
て
、
う
し
ろ
の
長

押
を
見
上
げ
た
。
富
士
山
頂
大
噴
火
口
の
鳥
瞰
寫
眞
が
、
額
縁
に
い
れ
ら
れ
て
、
か
け
ら
れ
て

ゐ
た
。
ま
つ
し
ろ
い
睡
蓮
の
花
に
似
て
ゐ
た
。
私
は
、
そ
れ
を
見
と
ど
け
、
ま
た
、
ゆ
つ
く
り

か
ら
だ
を
捻
ぢ
戻
す
と
き
、
娘
さ
ん
を
、
ち
ら
と
見
た
。
き
め
た
。
多
少
の
困
難
が
あ
つ
て
も
、

こ
の
ひ
と
と
結
婚
し
た
い
も
の
だ
と
思
つ
た
。
あ
の
富
士
は
、あ
り
が
た
か
つ
た
。
井
伏
氏
は
、

そ
の
日
に
歸
京
な
さ
れ
、
私
は
、
ふ
た
た
び
御
坂
に
ひ
き
か
へ
し
た
。

主
人
公
は
井
伏
が
そ
の
日
に
帰
京
し
、
再
び
御
坂
に
引
き
上
げ
た
、
と
結
ぶ
が
、
井
伏
に
よ
る
と
、

「
翌
日
、
太
宰
の
見
合
い
に
私
は
附
添
人
と
し
て
つ
い
て
行
つ
た
。
私
の
家
内
は
山
に
残
っ
て
い
た
。
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五

斎
藤
さ
ん
は
会
社
の
会
議
が
あ
る
の
で
留
守
で
あ
つ
た
。
奥
さ
ん
の
案
内
で
、
私
た
ち
は
写
真
の
本

人
の
宅
に
伺
っ
た
が
、
奥
さ
ん
と
私
は
応
接
間
に
は
ひ
る
と
直
ぐ
席
を
は
づ
し
た
。
奥
さ
ん
が
さ
う

す
る
や
う
に
私
に
囁
い
た
か
ら
で
あ
る
。
太
宰
と
こ
の
家
の
主
婦
が
、
玄
関
ま
で
私
た
ち
を
見
送
り

に
立
つ
て
来
た
。「
バ
ス
の
都
合
で
、僕
は
急
ぐ
か
ら
ね
」と
私
は
太
宰
に
云
つ
た
。
太
宰
は
そ
の
日
、

見
合
い
が
す
む
と
町
の
宿
に
一
泊
し
て
、
翌
日
の
バ
ス
で
山
の
宿
に
帰
る
予
定
を
た
て
て
ゐ
た
。
私

は
山
の
宿
に
帰
つ
て
、
翌
日
の
一
番
バ
ス
で
家
内
と
い
つ
し
よ
に
甲
府
に
出
て
東
京
に
帰
つ
た（

（（
（

」
と

あ
る
よ
う
に
、
井
伏
と
二
人
で
見
合
い
に
行
く
の
で
も
な
け
れ
ば
、
応
接
間
で
は
太
宰
と
見
合
い
相

手
だ
け
で
あ
る
し
、
そ
の
日
に
井
伏
は
帰
ら
ず
翌
日
夫
人
と
帰
京
。
太
宰
は
甲
府
に
一
泊
。
こ
れ
ら

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、井
伏
夫
人
・
斎
藤
夫
人
は
作
中
消
去
さ
れ
、見
合
い
の
実
態
も
改
変
し
、「
あ

り
が
た
い
富
士
山
の
写
真
」
場
面
を
強
調
す
る
。
富
士
の
役
割
と
し
て
は
、
富
士
鳥
瞰
写
真
へ
の
感

謝
、
娘
さ
ん
の
容
姿
の
比
喩
、
で
あ
る
。「
純
朴
な
主
人
公
」「
清
純
無
垢
な
娘
さ
ん
像
」
を
造
形
し
、

結
婚
し
よ
う
と
決
意
す
る
が
、
そ
の
決
意
は
富
士
山
（
の
写
真
）
が
手
伝
っ
て
く
れ
た
、
と
し
て
困

窮
を
救
う
「
あ
の
富
士
は
あ
り
が
た
か
っ
た
」
と
す
る
。
富
士
は
俗
物
で
嫌
悪
の
対
象
だ
っ
た
も
の

が
、
富
士
を
受
け
入
れ
感
謝
す
る
端
緒
と
し
て
作
中
に
示
す
の
で
あ
る
。。

五
、
郵
便
局
員
新
田
訪
問
時
の
脚
色

吉
田
の
郵
便
局
に
勤
め
る
新
田
と
い
う
二
十
五
歳
の
温
厚
な
青
年
が
、
主
人
公
を
訪
ね
て
く
る
。

こ
こ
で
初
め
て
主
人
公
が
「
太
宰
」
と
い
う
小
説
家
だ
と
明
示
さ
れ
る
。

や
う
や
く
馴
れ
て
來
た
こ
ろ
、
新
田
は
笑
ひ
な
が
ら
、
実
は
、
も
う
二
、三
人
、
僕
の
仲
間
が

あ
り
ま
し
て
、
皆
で
一
緒
に
お
邪
魔
に
あ
が
る
つ
も
り
だ
つ
た
の
で
す
が
、
い
ざ
と
な
る
と
、

ど
う
も
皆
、
し
り
ご
み
し
ま
し
て
、
太
宰
さ
ん
は
、
ひ
ど
い
デ
カ
ダ
ン
で
、
そ
れ
に
、
性
格
破

産
者
だ
、
と
佐
藤
春
夫
先
生
の
小
説
に
書
い
て
ご
ざ
い
ま
し
た
し
、
ま
さ
か
、
こ
ん
な
ま
じ
め

な
、
ち
や
ん
と
し
た
お
方
だ
と
は
、
思
ひ
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
僕
も
、
無
理
に
皆
を
連
れ
て

來
る
わ
け
に
は
、
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
ん
ど
は
、
皆
を
連
れ
て
来
ま
す
。
か
ま
ひ
ま
せ
ん

で
せ
う
か
。

新
田
の
発
言
に
「
そ
れ
で
は
、
君
は
、
必
死
の
勇
を
ふ
る
つ
て
、
君
の
仲
間
を
代
表
し
て
僕
を
偵
察

に
來
た
わ
け
で
す
ね
」
と
い
い
、

「
決
死
隊
で
し
た
。」
新
田
は
、
率
直
だ
つ
た
。「
ゆ
う
べ
も
、
佐
藤
先
生
の
あ
の
小
説
を
、
も

う
い
ち
ど
繰
り
か
へ
し
て
読
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
覺
悟
を
き
め
て
來
ま
し
た
。」

私
は
、
部
屋
の
硝
子
戸
越
し
に
、
富
士
を
見
て
ゐ
た
。
富
士
は
、
の
つ
そ
り
默
つ
て
立
つ
て
ゐ

た
。
偉
い
な
あ
、
と
思
つ
た
。

「
い
い
ね
え
。
富
士
は
、
や
つ
ぱ
り
、
い
い
と
こ
あ
る
ね
え
。
よ
く
や
つ
て
る
な
あ
。」
富
士
に

は
、
か
な
は
な
い
と
思
つ
た
。
念
々
と
動
く
自
分
の
愛
憎
が
恥
づ
か
し
く
、
富
士
は
、
や
つ
ぱ

り
偉
い
、
と
思
つ
た
。
よ
く
や
つ
て
る
、
と
思
つ
た
。

こ
こ
に
は
愛
憎
で
心
乱
れ
る
主
人
公
と
動
じ
な
い
富
士
を
対
置
さ
せ
、
富
士
を
評
価
す
る
。
矮
小
な

自
分
を
印
象
付
け
よ
う
と
も
し
て
い
る
。
主
人
公
が
小
説
家
太
宰
と
わ
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
昭
和

十
三
年
の
初
秋
、
思
ひ
を
あ
ら
た
に
す
る
覺
悟
で
、
私
は
、
か
ば
ん
ひ
と
つ
さ
げ
て
旅
に
出
た
」
に

太
宰
初
期
作
品
群
や
種
々
の
事
件
が
重
な
り
、
重
大
な
決
意
の
旅
で
あ
る
と
読
者
に
作
者
情
報
が
流

入
さ
れ
、
か
つ
実
在
す
る
佐
藤
春
夫
を
出
し
実
在
す
る
佐
藤
の
小
説
「
芥
川
賞
―
憤
怒
こ
そ
愛
の
極

点
（
太
宰
治
） 

」「
改
造
」
一
八
巻
一
一
号
（
昭
一
一
・
一
一
）
ま
で
登
場
さ
せ
、
主
人
公
が
作
家
太

宰
治
（
＝
自
堕
落
な
人
間
）
で
あ
る
こ
と
を
読
者
に
掲
示
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
端
的
に
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
実
生
活
を
描
い
た
よ
う
に
見
せ
て
虚
構
化
す
る
「
私
小
説
的
装
置
」
を
駆
使
す
る

部
分
で
も
あ
る
。
佐
藤
の
小
説
に
は
直
接
「
ひ
ど
い
デ
カ
ダ
ン
で
」
や
「
性
格
破
産
者
」
と
は
書
か

れ
て
い
な
い
し
（「
不
愉
快
な
文
学
青
年
」「
我
儘
」「
虚
栄
心
」「
妄
想
」
等
は
出
て
く
る
）、『
全
集
』

年
譜
に
よ
れ
ば
、
新
田
精
治
が
天
下
茶
屋
を
訪
ね
る
最
初
の
記
事
は
一
三
年
一
〇
月
二
日
で
田
辺
隆

重
ら
男
三
人
女
一
人
に
よ
る
訪
問
で
あ
る
。
小
説
で
は
、
一
人
で
乗
り
込
む
決
死
隊
新
田
の
後
、「
新

田
は
、
そ
れ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
青
年
を
連
れ
て
来
た
。
皆
、
靜
か
な
ひ
と
で
あ
る
」
と
記
す
。
新

田
が
決
死
隊
の
覚
悟
で
一
人
、
天
下
茶
屋
に
乗
り
込
ん
で
き
た
こ
と
は
確
認
で
き
な
い
。
こ
こ
は
な

か
な
か
巧
み
で
、
示
さ
れ
た
「
負
の
要
素
」
は
、
ま
さ
に
太
宰
自
身
の
認
識
で
あ
り
、
作
品
内
で
新

田
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、世
評
と
異
な
り
「
ま
じ
め
な
、ち
ゃ
ん
と
し
た
お
方
」
だ
と
定
義
さ
れ
直
す
。

「
主
人
公
の
名
誉
復
権
」の
構
成
に
な
っ
て
お
り
、そ
れ
が
実
話
と
読
ま
さ
れ
る
。
う
が
っ
て
み
れ
ば
、

「
聰
明
に
」
と
い
う
新
田
へ
の
副
詞
も
わ
ざ
と
ら
し
く
、
聡
明
な
人
々
に
は
主
人
公
の
本
当
の
姿
が

見
抜
け
る
、
を
示
す
よ
う
機
能
し
て
い
る
。

六
、
母
堂
美
談
と
婚
約
者
像
の
再
構
成

実
家
か
ら
の
援
助
が
全
く
な
い
と
わ
か
り
途
方
に
く
れ
、
結
婚
の
話
は
一
頓
挫
。
主
人
公
は
単
身
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六

甲
府
の
見
合
い
相
手
の
家
に
行
く
。「
こ
の
う
へ
は
、
縁
談
こ
と
わ
ら
れ
て
も
仕
方
が
無
い
、
と
覺

悟
を
き
め
、と
に
か
く
先
方
へ
、事
の
次
第
を
洗
ひ
ざ
ら
ひ
言
つ
て
見
よ
う
」と
い
う
覚
悟
で
で
あ
る
。

「
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
母
堂
は
、
品
よ
く
笑
ひ
な
が
ら
、「
私
た
ち
も
、
ご
ら
ん
の
と
ほ
り

お
金
持
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ぬ
し
、
こ
と
ご
と
し
い
式
な
ど
は
、
か
へ
つ
て
當
惑
す
る
や
う
な
も

の
で
、
た
だ
、
あ
な
た
お
ひ
と
り
、
愛
情
と
、
職
業
に
對
す
る
熱
意
さ
へ
、
お
持
ち
な
ら
ば
、

そ
れ
で
私
た
ち
、
結
構
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

私
は
、
お
辭
儀
す
る
の
も
忘
れ
て
、
し
ば
ら
く
呆
然
と
庭
を
眺
め
て
ゐ
た
。
眼
の
熱
い
の
を
意

識
し
た
。
こ
の
母
に
、
孝
行
し
よ
う
と
思
つ
た
。

本
作
品
中
、
最
大
の
美
談
と
評
さ
れ
る
場
面
だ
が
、
ま
ず
こ
の
母
堂
の
台
詞
は
手
紙
に
あ
る
も
の

を
借
用
し
て
い
る
。
一
〇
月
二
五
日
付
の
天
下
茶
屋
か
ら
井
伏
鱒
二
宛
書
簡
に
、

石
原
氏
御
母
堂
よ
り
は
、
先
日
も
、
ず
ゐ
ぶ
ん
ご
て
い
ね
い
の
御
手
紙
い
た
だ
き
、
私
も
、
い

ま
ま
で
の
私
の
生
活
、
現
状
を
も
、
少
く
と
も
意
識
し
て
か
く
し
た
と
こ
ろ
一
つ
も
な
い
告
白

を
、
も
し
、
そ
の
た
め
に
、
破
談
に
な
つ
て
も
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
、
と
覺
悟
を
き
め
て
、

書
い
て
差
し
あ
げ
ま
し
た
が
、
今
日
は
、
御
母
堂
と
姉
上
様
と
、
お
二
人
よ
り
、
長
い
お
手
紙

い
た
だ
き
ま
し
た
。
御
母
堂
の
お
手
紙
に
は
、「
虚
栄
を
は
る
と
い
ふ
こ
と
は
私
共
大
き
ら
い

で
す
、
―
―
何
事
も
つ
つ
み
か
く
し
な
く
、
む
り
を
し
な
い
様
に
一
歩
一
歩
正
し
い
道
を
あ
ゆ

ん
で
行
く
の
が
一
番
い
い
と
思
い
ま
す
、
ま
ご
こ
ろ
と
職
業
に
対
す
る
熱
意
と
が
何
よ
り
の
た

か
ら
で
す
、」
そ
の
他
、
涙
ぐ
ま
し
い
は
げ
ま
し
の
こ
と
た
く
さ
ん
書
い
て
あ
り
ま
し
た（

（（
（

。

と
あ
る
。
実
際
の
庭
は
青
葡
萄
の
棚
が
並
ぶ
ら
し
い
こ
と
は（

（（
（

さ
て
お
き
、
井
伏
へ
の
手
紙
が
母
堂

と
の
場
面
を
構
築
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
点
は
、『
富
嶽
百
景
』
の
特
徴
の
一
つ
に
、

「
実
話
に
取
材
を
し
な
が
ら
人
物
を
削
除
す
る
」
が
こ
こ
に
も
顕
現
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
見
合
い
相

手
の
石
原
家
は
、
当
時
、
母
く
ら
、
当
事
者
美
知
子
、
長
姉
富
美
子
、
妹
愛
子
、
弟
明
の
四
人
が
い
て
、

次
姉
喜
代
は
先
年
死
去
、
三
姉
宇
多
子
は
板
橋
に
嫁
い
で
い
た（

（（
（

。
右
の
井
伏
宛
書
簡
で
も
、
母
堂
と
姉

富
美
子
か
ら
長
い
手
紙
を
も
ら
っ
て
い
な
が
ら
、母
の
み
を
作
品
内
に
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
富

嶽
百
景
』
内
で
も
、「
母
と
娘
一
人
」
し
か
婚
家
の
描
写
と
し
て
は
登
場
し
な
い
。
こ
こ
は
三
谷
憲
正

氏
が
指
摘
し
た（

（（
（

「
母
娘
物
語
」
を
意
図
的
設
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
後
述
の

妹
愛
子
や
天
下
茶
屋
で
も
同
様
だ
か
ら
で
あ
る
。
手
紙
の
涙
ぐ
ま
し
い
感
動
は
、
薔
薇
の
庭
を
前
に

立
ち
尽
く
し
母
堂
に
孝
行
し
よ
う
と
涙
を
堪
え
て
誓
う
主
人
公
に
造
形
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

妹
愛
子
の
消
去
も
ま
た
作
品
展
開
上
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
婚
約

者
の
ピ
ュ
ア
な
性
質
を
決
定
す
る
た
め
で
あ
る
。
富
士
山
の
役
割
は
、
二
人
を
見
守
る
存
在
。
婚
約

者
の
ピ
ュ
ア
な
質
問
を
誘
発
す
る
。
創
作
工
程
と
し
て
は
、
婚
約
者
の
純
朴
さ
を
描
き
、
主
人
公
の

周
囲
に
「
純
粋
な
人
々
」
を
配
置
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。『
富
嶽
百
景
』
本
文
を
見
よ
う
。

か
へ
り
に
、
娘
さ
ん
は
、
バ
ス
の
發
着
所
ま
で
送
つ
て
來
て
呉
れ
た
。
歩
き
な
が
ら
、

「
ど
う
で
す
。
も
う
少
し
交
際
し
て
み
ま
す
か
？
」

き
ざ
な
こ
と
を
言
つ
た
も
の
で
あ
る
。

「
い
い
え
。
も
う
、
た
く
さ
ん
。」
娘
さ
ん
は
、
笑
つ
て
ゐ
た
。

「
な
に
か
、
質
問
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」
い
よ
い
よ
、
ば
か
で
あ
る
。

「
ご
ざ
い
ま
す
。」

私
は
何
を
聞
か
れ
て
も
、
あ
り
の
ま
ま
答
へ
よ
う
と
思
つ
て
ゐ
た
。

「
富
士
山
に
は
、
も
う
雪
が
降
つ
た
で
せ
う
か
。」

私
は
、
そ
の
質
問
に
は
拍
子
抜
け
が
し
た
。

「
降
り
ま
し
た
。
い
た
だ
き
の
は
う
に
、
―
―
」
と
言
ひ
か
け
て
、
ふ
と
前
方
を
見
る
と
、
富

士
が
見
え
る
。
へ
ん
な
氣
が
し
た
。

「
な
あ
ん
だ
。
甲
府
か
ら
で
も
、
富
士
が
見
え
る
ぢ
や
な
い
か
。
ば
か
に
し
て
ゐ
や
が
る
。」
や

く
ざ
な
口
調
に
な
つ
て
し
ま
つ
て
、「
い
ま
の
は
、
愚
問
で
す
。
ば
か
に
し
て
ゐ
や
が
る
。」

娘
さ
ん
は
、
う
つ
む
い
て
、
く
す
く
す
笑
つ
て
、

「
だ
つ
て
、
御
坂
峠
に
い
ら
つ
し
や
る
の
で
す
し
、
富
士
の
こ
と
で
も
お
聞
き
し
な
け
れ
ば
、

わ
る
い
と
思
つ
て
。」

を
か
し
な
娘
さ
ん
だ
と
思
つ
た
。

『
太
宰
治
集
』
上
（
昭
二
四
、
新
潮
社
）「
解
説
」（
井
伏
鱒
二
）
内
に
引
用
さ
れ
た
津
島
美
知
子

の
手
記
に
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。

尚
、
ず
つ
と
あ
と
で
、
妹
が
読
ん
で
「
あ
ら
、
あ
の
愚
問
（
富
士
に
は
雪
が
降
つ
て
ゐ
ま
す
か
）

を
発
し
た
の
は
、
私
よ
」
と
、
抗
議
い
た
し
ま
し
た
。
あ
れ
は
、
昭
和
十
三
年
九
月
十
八
日
の

夕
刻
で
し
た
。
私
と
妹
と
二
人
、
太
宰
を
、
バ
ス
の
出
る
と
こ
ろ
ま
で
見
送
つ
た
の
で
す
が
、

私
に
は
、
全
然
そ
の
と
き
の
会
話
の
記
憶
が
な
く
、
太
宰
も
、
妹
の
抗
議
に
対
し
、
黙
つ
て
を

り
ま
し
た（

（（
（

 

。

当
時
、
相
当
ひ
ど
い
評
判
や
噂
が
太
宰
を
取
り
囲
み
、
親
戚
か
ら
も
縁
談
に
忠
告
が
あ
っ
た
、
と

美
知
子
は
『
回
想
の
太
宰
治
』
内
で
明
か
し
て
い
る
が（

（（
（

、
ひ
ど
い
噂
に
誠
心
誠
意
、
回
答
し
よ
う
と

い
う
主
人
公
の
緊
張
み
な
ぎ
る
申
し
出
と
は
逆
に
、噂
や
評
判
な
ど
世
俗
的
な
こ
と
を
気
に
し
な
い
、

「
世
俗
か
ら
乖
離
す
る
純
粋
な
婚
約
者
像
」
が
描
出
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
実
際
は
妹
愛
子
が
言
っ
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た
台
詞
を
、
愛
子
の
存
在
を
消
去
し
、
改
変
に
よ
っ
て
、
婚
約
者
の
ピ
ュ
ア
な
人
間
性
を
描
き
出
す

こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
日
時
も
操
作
し
て
い
る
。
こ
の
愛
子
の
発
言
は
、
井
伏
と
斎
藤

夫
人
に
連
れ
ら
れ
て
初
め
て
石
原
家
に
行
っ
た
「
見
合
い
の
日
」
九
月
一
八
日
（
日
）
の
夕
刻
の
こ

と
で
あ
る
。
作
品
の
構
成
上
、
母
堂
へ
の
直
訴
の
帰
り
に
移
し
た
わ
け
で
あ
る
。
見
合
い
当
日
で
は

愚
問
だ
が
、「
も
う
少
し
交
際
し
て
み
ま
す
か
」
を
断
る
以
上
、
結
婚
を
前
提
と
し
た
二
人
の
会
話

だ
か
ら
こ
そ
（
読
者
は
私
小
説
的
装
置
に
よ
っ
て
太
宰
の
実
生
活
と
二
重
写
し
に
し
た
、
重
い
）
過

去
を
素
直
に
語
ろ
う
と
し
た
主
人
公
に
肩
透
せ
の
世
俗
か
ら
乖
離
し
た
ピ
ュ
ア
な
彼
女
の
質
問
が
生

き
て
く
る
の
で
あ
る
。
事
実
は
新
田
の
訪
問
も
見
合
い
後
ゆ
え
、「
見
合
い
、見
合
い
日
夕
方
バ
ス
停
、

新
田
、
母
堂
へ
の
手
紙
、
母
堂
・
長
姉
ら
の
返
信
」
の
順
序
を
入
れ
替
え
、
巧
み
に
小
説
の
展
開
に

即
し
て
事
実
を
改
変
し
て
利
用
し
て
い
る
。

な
お
、「
続
富
嶽
百
景
」
は
「
こ
と
さ
ら
に
、
月
見
草
を
選
ん
だ
わ
け
は
」
か
ら
始
ま
り
、
昭
和

一
四
年
一
月
六
日
に
甲
府
市
御
崎
町
五
六
の
借
家
に
転
居
し
て
美
知
子
が
口
述
筆
記
を
し
て
い
る
。

つ
ま
り
今
例
示
し
た
「
母
堂
へ
の
直
訴
」
と
「
バ
ス
停
ま
で
の
見
送
り
」
箇
所
も
続
篇
内
な
の
で
美

知
子
自
身
か
ら
齟
齬
が
指
摘
さ
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
こ
の
二
箇
所
は
「
も
う
い
い
、
自
分
で

書
く
」
と
言
っ
て
口
述
を
止
め
た
場
面
で
あ
る
。
次
の
「
甲
府
か
ら
帰
つ
て
来
る
と
」
か
ら
ラ
ス
ト

ま
で
ま
た
口
述
筆
記
で
あ
る
。
母
、
美
知
子
と
妹
を
改
変
し
た
箇
所
は
、
さ
す
が
に
太
宰
が
自
分
で

書
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

七
、
安
閑
な
天
下
茶
屋
の
大
き
な
齟
齬

『
富
嶽
百
景
』は
、小
説
家
の
主
人
公
が
、三
ツ
峠
の
茶
店
の
懸
命
に
説
明
す
る
老
婆
、見
合
い
相
手
・

母
堂
、
バ
ス
の
中
で
の
老
婦
人
等
と
の
交
流
を
通
し
、
嫌
悪
し
て
い
た
富
士
を
受
け
入
れ
再
生
す
る

物
語
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
女
性
た
ち
な
の
だ
が
、
最
大
の
存
在
は
、
下
山
ま
で
日
々
寝
起
き
を
共
に

す
る
天
下
茶
屋
の
お
ば
さ
ん
と
娘
さ
ん
で
あ
る
。

甲
府
か
ら
歸
つ
て
來
る
と
、
や
は
り
、
呼
吸
が
で
き
な
い
く
ら
ゐ
に
ひ
ど
く
肩
が
凝
つ
て
ゐ
る

の
を
覺
え
た
。

「
い
い
ね
え
、
を
ば
さ
ん
。
や
つ
ぱ
し
御
坂
は
、
い
い
よ
。
自
分
の
う
ち
に
歸
つ
て
來
た
や
う

な
氣
さ
へ
す
る
の
だ
。」

夕
食
後
、
お
か
み
さ
ん
と
、
娘
さ
ん
と
、
交
る
交
る
、
私
の
肩
を
た
た
い
て
く
れ
る
。
お
か
み

さ
ん
の
拳
は
固
く
、
鋭
い
。
娘
さ
ん
の
こ
ぶ
し
は
柔
か
く
、
あ
ま
り
効
き
め
が
な
い
。
も
つ
と

強
く
、
も
つ
と
強
く
と
私
に
言
は
れ
て
、
娘
さ
ん
は
薪
を
持
ち
出
し
、
そ
れ
で
も
つ
て
私
の
肩

を
と
ん
と
ん
叩
い
た
。
そ
れ
程
に
し
て
も
ら
は
な
け
れ
ば
、
肩
の
凝
が
と
れ
な
い
ほ
ど
、
私
は

甲
府
で
緊
張
し
、
一
心
に
努
め
た
の
で
あ
る
。

主
人
公
が
天
下
茶
屋
で
い
か
に
心
許
し
て
逗
留
で
き
て
い
る
か
、
が
示
さ
れ
、
純
朴
な
娘
さ
ん
と

の
や
り
と
り
も
無
私
の
声
援
も
、
主
人
公
の
励
み
と
な
る
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
こ
に
も
大
き
な
仕
掛
け
を
太
宰
は
し
て
い
る
こ
と
は
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
説
的
に

は
見
事
な
主
人
公
と
登
場
人
物
と
の
関
係
だ
け
に
尚
更
で
あ
る
。
お
ば
さ
ん
の
年
齢
は
、
津
島
美
知

子
が
次
の
よ
う
に
記
す
。

太
宰
治
は
、
茶
店
備
え
付
け
の
荒
い
棒
縞
の
ど
て
ら
に
角
帯
を
締
め
て
坐
り
、
五
歳
ぐ
ら
い
の

男
の
子
が
、
そ
の
膝
に
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
し
て
い
た
。
前
に
甲
府
の
私
の
実
家
で
会
っ

た
と
き
よ
り
も
彼
は
若
々
し
く
、
寛
い
で
み
え
た
が
、
先
刻
バ
ス
を
お
り
た
と
き
私
を
迎
え
た
、

茶
店
の
し
っ
か
り
者
ら
し
い
三
十
過
ぎ
の
お
か
み
さ
ん
と
、
大
柄
の
妹
さ
ん
と
、
ふ
た
り
の
同

性
の
眼
が
、
二
階
の
座
敷
に
上
が
っ
て
か
ら
も
私
に
は
気
に
か
か
り
、
モ
ト
ヒ
コ
と
い
う
、
彼

に
ま
つ
わ
り
つ
い
て
甘
え
て
い
る
子
の
こ
と
も
じ
ゃ
ま
に
思
わ
れ
た（

（（
（

。

「
を
ば
さ
ん
」
が
三
十
歳
ぐ
ら
い
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
が
、
太
宰
は
当
時
二
九
歳
。「
を
ば
さ

ん
」
こ
と
外
川
ヤ
エ
子
氏
は
不
幸
に
も
平
成
一
八
年
（
二
〇
〇
六
）
六
月
、
デ
ィ
・
サ
ー
ビ
ス
の
車

に
乗
車
中
の
交
通
事
故
の
た
め
九
七
歳
で
死
去
す
る
が
、
明
治
四
二
年
（
一
九
〇
九
）
年
生
ま
れ
の

太
宰
が
存
命
だ
と
す
れ
ば
平
成
一
八
年
は
九
八
歳
で
あ
る
。
そ
う
、「
を
ば
さ
ん
」
と
呼
称
す
る
お

か
み
さ
ん
は
、
太
宰
と
同
じ
年
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
故
意
に
同
年
代
の
お
か
み
さ
ん
を
「
を
ば
さ

ん
」
と
呼
び
、
暖
か
な
家
庭
的
な
中
で
寛
げ
る
状
況
を
作
為
的
に
描
き
出
す
わ
け
で
あ
る
。

第
一
〇
次
『
全
集
』
別
巻
の
年
譜
に
よ
る
と
、
天
下
茶
屋
に
は
当
時
、「
お
か
み
さ
ん
」
外
川
八

重
子
（
三
十
一
歳
）、そ
の
妹
の
「
娘
さ
ん
」
た
か
の
（
十
五
歳
）、元
彦
（
四
歳
）、「
小
さ
い
女
の
子
」

澄
江
な
ど
の
家
族
が
い
た
。
当
時
茶
屋
の
主
人
外
川
政
雄
（
三
十
四
歳
）
は
出
征
中
で
戦
場
に
あ
っ

た（
（（
（

。
井
伏
鱒
二
も
書
い
て
い
る
。「
私
は
去
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
、
四
十
日
ば
か
り
御
坂
上
の
そ

の
茶
店
の
二
階
に
泊
ま
つ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
こ
の
茶
店
の
主
人
は
出
征
中
で
、
老
父
、
老
母
、
お

か
み
さ
ん
、
三
人
の
子
供
、
親
戚
の
子
供
、
そ
の
七
人
が
互
に
口
に
は
出
さ
な
い
が
心
か
ら
当
主
の

凱
旋
を
待
ち
わ
び
て
ゐ
た
」
と
す
る（

（（
（

。
平
岡
敏
夫
氏
も
、先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、娘
さ
ん
の
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
と
お
か
み
さ
ん
以
外
の
消
去
を
指
摘
す
る
が
、相
馬
正
一
氏
は
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、「
当
時
、

天
下
茶
屋
の
家
族
の
う
ち
、
河
口
村
の
小
学
校
に
通
っ
て
い
る
長
女
と
次
女
の
二
人
と
老
夫
婦
は
河
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口
湖
畔
の
実
家
に
住
み
、お
か
み
さ
ん
の
外
川
ヤ
エ
子
（
三
十
歳
）、そ
の
妹
中
村
た
か
の
（
十
五
歳
）、

長
男
元
彦
（
三
歳
）
の
三
人
だ
け
が
峠
の
茶
店
に
常
住
し
て
い
た
。
夫
（
外
川
政
雄
）
が
出
征
し
た

む
あ
と
、
ヤ
エ
子
の
実
家
の
妹
が
手
伝
い
に
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
毎
週
土
曜
日
の
午
後
に
な
る
と

老
夫
婦
と
共
に
二
人
の
娘
は
天
下
茶
屋
に
や
っ
て
来
て
一
泊
し
、
翌
日
の
夕
刻
に
最
終
バ
ス
で
帰
る
の

が
慣
わ
し
に
な
っ
て
い
た
。
茶
店
に
置
い
て
あ
る
老
爺
の
地
下
足
袋
を
太
宰
が
借
り
た
こ
と
は
事
実

で
も
、現
実
に
老
爺
が
常
住
し
て
い
な
い
の
で
作
中
に
登
場
さ
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う（

（（
（

」
と
す
る
。

し
か
し
井
伏
に
よ
る
と
、「
茶
店
の
お
爺
さ
ん
が
（
当
時
は
丈
夫
だ
つ
た
の
で
）
ど
つ
さ
り
茸
を

採
つ
て
来
て
も
、
太
宰
君
は
茸
の
名
前
さ
へ
た
づ
ね
よ
う
と
も
し
な
か
つ
た（

（（
（

」
と
す
る
し
、
天
下
茶

屋
の
お
か
み
さ
ん
の
、「
太
宰
さ
ん
は
毎
日
原
稿
を
書
い
て
、
為
替
が
来
る
と
、
き
つ
と
元
彦
と
澄

江
を
つ
れ
、
バ
ス
で
河
口
村
の
郵
便
局
へ
行
つ
て
来
た
ぢ
や（

（（
（

」
と
い
う
証
言
か
ら
も
、
家
族
と
の
か

か
わ
り
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
し
、
出
征
中
の
主
人
に
触
れ
な
い
理
由
に
な
ら
な
い
。

不
在
だ
か
ら
作
中
に
描
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、意
識
的
に
削
除
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

『
富
嶽
百
景
』
の
特
徴
の
一
つ
に
、「
事
実
（
実
話
）
に
取
材
を
し
な
が
ら
人
物
を
削
除
す
る
」
が

あ
る
が
、
こ
こ
も
「
母
と
娘
一
人
」
の
母
娘
物
語
に
改
変
す
る
。「
娘
さ
ん
」
と
い
う
呼
称
か
ら
実

妹
と
は
解
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、「
大
柄
の
妹
さ
ん
」
に
薪
で
肩
を
叩
か
れ
た
ら
大
変
で
あ
る
。

改
変
し
た
純
朴
な
温
か
い
母
娘
の
庇
護
下
に
置
か
れ
主
人
公
は
再
生
す
る
た
め
の
日
々
を
過
ご
す
の

で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
母
娘
物
語
」
の
設
定
は
、『
富
嶽
百
景
』
で
は
、
天
下
茶
屋
の
母
娘
・
婚
約
者
母
娘

に
認
め
ら
れ
、
か
つ
「
純
粋
な
理
解
者
」
た
ち
で
あ
る
。
加
え
て
、
各
場
面
に
登
場
す
る
純
粋
な
婆

さ
ん
や
母
似
の
老
婦
人
な
ど
、
す
べ
て
女
性
に
よ
る
「
純
粋
な
人
々
（
女
性
た
ち
）」
も
加
わ
っ
て
、

主
人
公
は
抱
え
た
問
題
を
克
服
し
て
い
く
わ
け
で
、
こ
れ
ら
を
、
主
人
公
を
再
生
さ
せ
る
「
母
性
」

と
し
て
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
こ
の
当
時
、
一
般
的
な
「
家
庭
」
は
や
は
り
家
長
制
度
下
の
大

家
族
で
あ
り
（
太
宰
も
ま
た
そ
う
し
た
大
家
族
で
育
っ
て
い
る
）、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
家
庭
を
基
準

と
し
た
、
団
地
族
や
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
等
の
「
家
庭
」
で
は
な
い
だ
け
に
、『
富
嶽
百
景
』
に
描
き
出

し
た
母
娘
二
家
族
の
形
態
は
、
戦
前
一
般
の
家
庭
の
定
義
か
ら
は
逸
脱
す
る
要
素
を
も
っ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る（

（（
（

。

八
、
富
士
山
と
い
う
聖
域
で
再
生
し
帰
還
す
る
物
語

『
富
嶽
百
景
』
は
次
の
二
場
面
で
終
結
す
る
。

富
士
山
、
さ
や
う
な
ら
、
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
パ
チ
リ
。

「
は
い
、
う
つ
り
ま
し
た
。」

「
あ
り
が
た
う
。」

ふ
た
り
聲
を
そ
ろ
へ
て
お
禮
を
言
ふ
。
う
ち
へ
歸
つ
て
現
像
し
て
み
た
時
に
は
驚
く
だ
ら
う
。

富
士
山
だ
け
が
大
き
く
寫
つ
て
ゐ
て
、
ふ
た
り
の
姿
は
ど
こ
に
も
見
え
な
い
。

そ
の
翌
る
日
に
、
山
を
下
り
た
。
ま
づ
、
甲
府
の
安
宿
に
一
泊
し
て
、
そ
の
あ
く
る
朝
、
安
宿

の
廊
下
の
汚
い
欄
干
に
よ
り
か
か
り
、
富
士
を
見
る
と
、
甲
府
の
富
士
は
、
山
々
の
う
し
ろ
か

ら
、
三
分
の
一
ほ
ど
顔
を
出
し
て
ゐ
る
。
酸
漿
に
似
て
ゐ
た
。

こ
の
小
説
は
、「
主
人
公
と
富
士
と
の
対
話
の
物
語
」
な
の
で
、
旅
行
者
タ
イ
ピ
ス
ト
二
人
は
「
侵

入
者
」
で
あ
る
。
富
士（

（（
（

と
い
う
聖
域
で
再
生
す
る
主
人
公
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
だ
が
侵
入
者
は
排

除
で
あ
る
。
タ
イ
ピ
ス
ト
二
人
が
富
士
と
写
真
を
撮
り
た
い
と
の
依
頼
に
、
二
人
を
外
し
て
御
礼
と

辞
去
を
告
げ
る
行
為
か
ら
そ
れ
は
明
白
だ
。

下
山
後
の
甲
府
の
安
宿
が
木
造
の
天
下
茶
屋
と
建
造
物
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
差
が
あ
る
の
か
、
に

つ
い
て
は
、「
旅
館
の
格
や
外
見
の
た
め
で
は
な
い
。
恐
ら
く
〈
天
下
茶
屋
〉
と
外
形
的
・
建
築
学

的
に
は
さ
ほ
ど
違
い
の
な
い
こ
の
空
間
に
対
す
る
語
り
手
の
意
識
を
規
定
し
て
い
る
の
は
、〈
天
下

茶
屋
〉
に
あ
っ
た
家
庭
的
な
ぬ
く
も
り
の
決
定
的
な
欠
落
で
あ
る（

（（
（

」
と
の
指
摘
は
も
っ
と
も
ら
し
く

見
え
る
が
、
山
に
「
家
庭
的
な
ぬ
く
も
り
」
を
求
め
て
は
タ
イ
ピ
ス
ト
の
事
例
が
説
明
で
き
な
い
。

建
築
学
的
な
問
題
は
、
テ
キ
ス
ト
論
で
は
対
象
外
だ
ろ
う
が
、
案
外
、
事
実
が
も
の
を
い
う
場
合
が

あ
り
、
天
下
茶
屋
は
昭
和
九
年
築
の
た
め
こ
の
場
面
で
は
五
年
と
た
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
対
し
甲

府
の
安
宿
は
そ
れ
以
上
の
建
築
年
数
を
経
て
い
る
だ
ろ
う
。
新
旧
の
問
題
は
決
着
が
つ
く
。
し
か
し
、

事
実
を
こ
こ
で
語
ら
せ
よ
う
な
ど
と
は
全
く
思
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
は
建
造
物
の
新
旧

の
問
題
で
は
な
く
、
作
品
中
の
線
引
き
が
「
聖
域
」
と
「
俗
域
」
で
区
別
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
用
い
る
べ
き
方
法
は
物
語
論
的
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
小
説
は
、「
聖
域
に
向
か
い
聖
域
か
ら

出
る
物
語
」
系
な
の
で
あ
る
。
御
坂
峠
に
登
り
、
御
坂
峠
か
ら
降
り
る
話
で
首
尾
を
構
成
す
る
。
つ

ま
り
典
型
的
な
ア
リ
ス
型
で
あ
る
。
小
説
家
の
主
人
公
が
、
思
い
を
新
た
に
す
る
覚
悟
で
、
御
坂
峠

の
天
下
茶
屋
を
め
ざ
し
旅
に
出
、
井
伏
先
生
の
広
く
深
い
包
容
力
、
純
粋
な
女
性
た
ち
と
の
ふ
れ
あ

い
を
通
じ
て
、
抱
え
る
問
題
を
克
服
し
再
生
し
て
い
く
が
、
そ
の
変
化
を
、
嫌
悪
す
る
富
士
を
受
け
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入
れ
て
い
く
過
程
で
提
示
す
る
。
再
生
し
た
主
人
公
は
山
を
降
り
帰
還
す
る
話
で
あ
る
。
つ
ま
り
山

は
「
浄
化
と
再
生
の
聖
域
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
聖
域
で
、
純
粋
な
母
娘
や
ピ
ュ

ア
な
人
々
に
接
し
、
様
々
な
富
士
の
姿
（
百
景
）
と
対
峙
し
て
嫌
い
な
富
士
山
を
受
け
容
れ
、
再
生

し
て
い
く
主
人
公
を
描
い
た
物
語
な
の
で
あ
る
。
甲
府
の
安
宿
は
下
界
ゆ
え
に
「
汚
い
欄
干
」
と
表

記
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
下
界
に
降
り
た
主
人
公
を
あ
た
た
か
く
見
守
る
富
士
は
聖
域
に
存
在
す
る
わ

け
で
あ
る
。
タ
イ
ピ
ス
ト
の
事
例
も
含
め
「
富
士
山
聖
域
説
」
を
と
れ
ば
矛
盾
な
く
説
明
で
き
よ
う
。

「
山
に
登
り
山
を
降
り
る
」
の
「
山
」
が
特
別
な
聖
域
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
冒
頭
の
仙
遊
は
単
に

山
の
自
由
さ
を
語
る
の
み
な
ら
ず
「
山
」
が
仙
人
た
ち
の
非
日
常
域
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

の
で
あ
る
。お

わ
り
に

『
富
嶽
百
景
』
の
登
場
す
る
富
士
を
展
開
に
即
し
て
明
記
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
十
国
峠
か
ら
見
た
富
士
→
高
く
て
よ
か
っ
た
（
完
全
の
頼
も
し
さ
）
／
②
東
京
の
ア
パ
ー
ト
の

部
屋
か
ら
見
た
富
士
→
苦
し
い
（
現
実
へ
の
傷
心
）
／
③
御
坂
の
富
士
→
嫌
い
（
通
俗
す
ぎ
て
嫌
。

通
説
＝
世
間
的
評
価vs

私
）
／
④
三
ッ
峠
の
富
士
→
い
い
富
士
を
見
た
（
老
婆
の
善
良
な
人
間
性

に
触
れ
感
動
）
／
⑤
山
頂
噴
火
口
鳥
瞰
写
真
の
富
士
→
あ
り
が
た
か
っ
た
（
相
手
を
拝
顔
。
肯
定
的
。

睡
蓮
に
喩
え
見
合
い
女
性
も
暗
喩
）
／
⑥
俗
富
士
と
俗
能
因
西
行
聖
→
が
っ
か
り
（
真
贋
判
定
学
習

中
）／
⑦
ガ
ラ
ス
戸
越
し
の
富
士
→
よ
く
や
っ
て
る
な
ぁ（
富
士
の
度
量
大vs

愛
憎
に
動
く
私
は
小
）

／
⑧
青
燐
燃
え
の
富
士
→
化
か
さ
れ
て
気
取
る
（
維
新
志
士
と
化
か
さ
れ
有
頂
天
に
）
／
⑨
御
坂
の

雪
の
富
士
→
い
い
ね
ぇ
（
地
元
贔
屓
の
娘
の
純
粋
さ
や
素
直
さ
に
好
感
）
／
⑩
月
見
草
が
良
く
似
合

う
富
士
→
巨
大
な
も
の
へ
の
挑
戦
（
私
の
肯
定
と
文
壇
等
の
権
威
へ
立
ち
向
か
う
決
意
表
明
）
／
⑪

水
の
精
の
よ
う
な
富
士
→
め
ざ
す
単
一
表
現
か
も
、
と
妥
協
し
か
け
る
（
富
士
を
受
け
入
れ
る
素
地

が
形
成
）
／
⑫
大
親
分
の
富
士
→
よ
ろ
し
く
頼
む
（
遊
女
を
任
せ
ら
れ
る
保
護
者
的
存
在
へ
の
安
心

感
）
／
⑬
雪
を
か
ぶ
っ
た
富
士
→
富
士
を
受
け
入
れ
感
謝
（
富
士
を
受
け
入
れ
始
め
る
）
／
⑭
富
士

山
あ
り
が
と
う
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
→
嫌
悪
し
て
い
た
富
士
を
受
け
入
れ
感
謝
（
人
間
的
成
長
）

／
⑮
酸
漿
に
似
て
い
る
富
士
→
山
の
下
り
、
甲
府
か
ら
見
た
富
士
（
嫌
悪
し
て
い
た
富
士
を
受
け
入

れ
、
融
和
。
問
題
の
克
服
。
自
立
）

こ
れ
ら
の
富
士
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
実
に
都
合
よ
く
展
開
し
て
い
く
が
、
当
然
作
為
的
で
な
け
れ

ば
こ
う
は
な
ら
な
い
。
六
で
見
た
事
実
の
時
間
軸
を
変
え
て
の
再
構
築
と
同
じ
で
あ
る
。
事
実
を
利

用
し
つ
つ
改
変
す
る
の
は
小
説
と
し
て
の
構
成
上
の
統
一
の
た
め
で
あ
る
。
本
稿
で
は
言
及
す
る
紙

数
は
な
い
が
、
昼
に
咲
か
な
い
月
見
草
の
佇
立
す
る
様
を
路
線
バ
ス
か
ら
認
識
で
き
る
か
、
と
同
じ

で
あ
る
。
母
堂
の
家
の
庭
が
葡
萄
で
は
な
く
薔
薇
に
な
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

『
富
嶽
百
景
』
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
富
士
山
の
様
々
な
姿
と
、
そ
れ
に
対
す
る

主
人
公
の「
思
念
の
変
化
」を
描
き
、聖
域
の
山
で「
寛
大
に
主
人
公
を
受
け
入
れ
て
く
れ
る
先
生
」と
、

「
純
粋
な
女
性
た
ち
母
娘
た
ち
」
と
に
触
れ
合
い
な
が
ら
、「
主
人
公
の
救
済
と
再
生
」
を
描
く
小
説

で
あ
る
。「
聖
域
で
、
純
粋
な
母
子
や
ピ
ュ
ア
な
人
々
に
接
し
、
様
々
な
富
士
の
姿
と
対
峙
し
て
嫌

い
な
富
士
山
を
受
け
容
れ
、
再
生
し
て
い
く
主
人
公
を
描
い
た
物
語
」
な
の
で
あ
る
。
富
士
を
受
け

入
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
主
人
公
の
再
生
を
重
ね
て
描
く
こ
と
が
こ
の
小
説
の
眼
目
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
「
純
朴
な
る
登
場
人
物
た
ち
」
は
、
都
合
よ
く
実
在
し
な
い
。
そ
の
た
め
に
実
在

す
る
人
物
を
「
改
変
・
脚
色
・
削
除
・
融
合
」
等
を
用
い
て
人
物
造
形
を
増
補
し
て
い
る
こ
と
は
本

稿
で
い
さ
さ
か
見
た
よ
う
に
事
実
と
の
齟
齬
か
ら
明
白
で
あ
る
。
当
時
の
「
私
小
説
」
の
範
疇
で
は

こ
れ
は「
妄
想
小
説
」（
佐
藤
春
夫
）と
解
さ
れ
て
し
ま
う
が
、一
つ
の
作
品
を
完
結
さ
せ
る
た
め
の「
小

説
の
構
築
」
と
し
て
は
、
私
小
説
の
設
定
を
装
置
と
し
て
活
用
し
た
、
計
算
さ
れ
た
完
成
度
の
高
い

作
品
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
作
品
の
展
開
上
、
必
要
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
実
際
の
人
物
の
行
動
を
改

変
し
て
作
り
上
げ
て
い
く
―
―
こ
の
方
法
は
創
作
過
程
論
か
ら
は
大
変
注
目
す
べ
き
執
筆
方
法
と
実

例
に
な
る
で
あ
る
。

本
稿
が
殊
更
、
事
実
と
の
齟
齬
を
提
示
し
た
の
は
、
小
説
の
展
開
上
、
必
要
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

造
形
を
、
太
宰
の
場
合
、
実
在
す
る
人
物
と
現
実
の
話
を
改
変
・
利
用
し
た
創
作
方
法
を
と
っ
て
い

る
た
め
で
あ
る
。
単
な
る
記
憶
違
い
や
妄
想
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
日
記
を
取
材
源

と
し
た
『
女
生
徒
』
や
、
シ
ラ
ー
の
詩
を
脚
色
し
た
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
な
ど
、
原
作
物
・
翻
案
物
や

歴
史
物
を
発
表
す
る
時
期
で
も
あ
る
が
、「
歴
史
」「
日
記
」
と
同
等
に
、「
自
分
の
体
験
」
も
〈
脚
色
・

改
変
〉
す
る
の
が
太
宰
の
創
作
上
の
基
本
的
立
場
な
の
で
あ
る
。
自
分
の
体
験
で
あ
っ
て
も
小
説
の

構
成
上
、
必
要
に
合
わ
せ
て
事
実
を
改
変
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
が
私
小
説
と
隔
絶
す
る
要
因
な

の
だ
が
、
こ
う
し
た
方
法
は
、
作
品
世
界
（
太
宰
ワ
ー
ル
ド
）
を
構
築
す
る
た
め
に
私
小
説
的
装
置

を
駆
使
し
た
も
の
と
言
え
、
同
じ
体
験
を
し
た
同
時
代
の
佐
藤
春
夫
か
ら
は
、〈
妄
想
・
夢
想
小
説
〉

と
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
読
者
も
ま
た
、「
実
生
活
に
立
脚
し
た
私
小
説
」
と
誤
っ

た
認
識
で
読
む
こ
と
に
よ
り
、
小
説
内
で
の
出
来
事
を
事
実
と
誤
認
す
る
は
め
に
陥
る
の
で
あ
る（

（（
（

。

『
富
嶽
百
景
』
は
、
小
説
家
の
主
人
公
が
、
思
い
を
新
た
に
す
る
覚
悟
で
、
御
坂
峠
の
天
下
茶
屋
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大
正
大
學
研
究
紀
要　

第
九
十
七
輯

一
〇

を
め
ざ
し
旅
に
出
、
井
伏
の
広
く
深
い
包
容
力
、
三
ツ
峠
の
茶
店
の
懸
命
に
説
明
す
る
老
婆
や
天
下

茶
屋
の
お
ば
さ
ん
・
娘
さ
ん
、
見
合
い
相
手
と
そ
の
母
堂
、
バ
ス
の
中
で
の
老
婦
人
等
純
粋
な
女
性

た
ち
と
の
ふ
れ
あ
い
を
通
じ
て
、
抱
え
る
問
題
を
克
服
し
、
再
生
す
る
話
で
あ
る
。
富
士
は
各
場
面

に
（
写
真
で
あ
っ
て
も
）
効
果
的
に
登
場
し
、
主
人
公
は
嫌
悪
す
る
富
士
を
徐
々
に
受
け
入
れ
て
い

く
。
再
生
し
た
主
人
公
は
山
を
降
り
帰
還
す
る
物
語
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
事
実
→
改
変
・
再
編
→

仕
掛
け
→
小
説
化
（
虚
構
化
）」
と
い
う
創
作
過
程
が
見
事
に
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

註
（（）
以
下
、
本
文
引
用
は
『
太
宰
治
全
集
』
三
巻
（
平
一
〇
、
第
一
一
次
筑
摩
書
房
版
）
に
拠
る
。

（（）
吉
本
隆
明『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』一
巻（
昭
四
〇
、勁
草
書
房
） 

、『
定
本
言
語
に
と
っ

て
美
と
は
な
に
か
』
Ⅰ
（
平
二
、
角
川
書
店
）
二
九
〇
～
二
九
一
頁
。

（3） 

平
岡
敏
夫
「
富
嶽
百
景
」（「
國
文
學
」
一
二
巻
一
四
号
、
昭
四
二
・
一
一
）。

（4） 
相
馬
正
一
『
評
伝
太
宰
治
』
下
（
平
七
、
津
軽
書
房
）
一
二
五
頁
。

（（）
大
森
郁
之
助
「
富
嶽
百
景
―
作
品
の
構
造
」（「
國
文
學
」
一
九
巻
二
号
、
昭
四
九
・
二
）。

（（）
三
谷
憲
正
「『
富
嶽
百
景
』
の
論
―
―
太
宰
治
の
〈
距
離
の
と
り
方
〉
―
―
」（「
仏
教
大
学
人

文
学
論
集
」
二
二
号
、
昭
六
三
・
一
二
、
後
『
太
宰
文
学
の
研
究
』
平
九
、
東
京
堂
出
版
所
収
）。

（（）
の
ち
「
或
る
文
学
青
年
像
」『
わ
が
小
説
作
法
』（
昭
二
九
、
新
潮
社
）
収
録
時
に
改
題
。『
佐

藤
春
夫
全
集
』
八
巻
（
昭
四
三
、
講
談
社
）、
同
一
〇
巻
（
平
一
一
、
臨
川
書
店
）
所
収
。

（（）
津
島
美
知
子
『
回
想
の
太
宰
治
』（
昭
五
三
、
人
文
書
院
）
二
七
頁
。

（（）
「
産
経
ニ
ュ
ー
ス
」
平
成
二
三
年
一
月
一
七
日
等
。

（（0）｢

東
京
新
聞｣

（
夕
刊
）
平
成
二
三
年
六
月
九
日
。

（（（）
註

（（）
前
掲
書
。『
回
想
の
太
宰
治
』
昭
五
八
、講
談
社
文
庫
（
現
在
は
講
談
社
文
芸
文
庫
）
以
降
、

人
文
書
院
版
を
人
名
等
を
含
め
増
補
し
て
い
る
点
は
重
要
だ
が
、
実
は
思
い
切
っ
た
削
除
も
あ

る
の
で
改
変
箇
所
は
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

（（（）
「
御
坂
峠
に
ゐ
た
頃
の
こ
と
」『
太
宰
治
全
集
』
三
巻
・
月
報
（
昭
三
〇
・
一
二
、
筑
摩
書
房
）。

（（3）
井
伏
鱒
二
「
亡
友
」、「
別
冊
風
雪
」
昭
二
三
・
一
〇
。
引
用
は
井
伏
鱒
二
『
太
宰
治
』（
平
元
、

筑
摩
書
房
）
に
拠
る

（（4）
井
伏
「
御
坂
峠
に
ゐ
た
頃
の
こ
と
」、『
太
宰
治
全
集
』
三
巻
・
月
報
（
昭
三
〇
・
一
二
）。

（（（）
大
森
郁
之
助
氏
が
註

（（）
前
掲
論
文
で
「
実
在
人
物
と
し
て
の
井
伏
鱒
二
と
は
別
個
の
、〈「
井
伏

氏
」
と
名
づ
け
る
〉
太
宰
が
創
作
し
た
作
中
人
物
像
に
、
成
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い

う
指
摘
は
炯
眼
で
あ
る
。
な
お
、
井
伏
が
積
極
的
で
な
い
こ
と
は
註

（4）
前
掲
書
八
三
～
九
五
頁

に
考
察
さ
れ
て
い
る
。

（（（）
作
品
全
体
の
「
父
性
」
は
「
井
伏
放
屁
場
面
」
に
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
婚
約
者
の
母
娘
と
天
下

茶
屋
の
母
娘
と
各
場
面
に
登
場
す
る
婆
さ
ん
や
母
似
の
老
婦
人
や
「
純
粋
な
人
々
」
に
よ
っ
て

主
人
公
は
再
生
し
て
い
く
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の
女
性
た
ち
が
「
母
性
」
を
形
成
す
る
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
山
梨
で
「
構
築
」
さ
れ
て
い
く
家
庭
的
な
博
愛
に
満
ち
た
人
間
関

係
の
中
に
は
「
父
親
」
的
存
在
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
（
天
下
茶
屋

の
「
老
爺
」
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
る
の
だ
が
）。
だ
か
ら
こ
そ
「
私
」
は
天
下
茶
屋
の
中
で
、

「
父
親
」
的
な
位
置
に
自
分
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
」（
長
谷
川
達

哉
「
天
下
茶
屋
再
訪
―
―
〈
続
〉
教
材
と
し
て
の
『
富
嶽
百
景
』
―
―
」「
中
大
国
文
」
五
〇
号
、

平
一
九
・
三
）
は
、
い
か
が
な
も
の
か
。
実
際
の
井
伏
鱒
二
で
は
な
く
、
作
中
の
「
井
伏
先
生
」

の
機
能
は
「
父
性
」
で
は
な
い
か
。

（（（）
井
伏
夫
人
未
登
場
は
既
に
相
馬
正
一
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
（
註

（4）
前
掲
書
一
二
五
頁
）。

（（（）
井
伏
「
御
坂
峠
に
ゐ
た
頃
の
こ
と
」
初
出
『
太
宰
治
全
集
』
三
巻
月
報
、
昭
三
〇
、
註

（（（）
前
掲

書
所
収
一
二
八
頁
。

（（（）
註

（（3）
前
掲
書
、
註

（（4）
前
掲
書
八
二
頁
。

（（0）
『
太
宰
治
全
集
』
一
一
巻
（
昭
五
四
、
第
八
次
筑
摩
書
房
版
）。

（（（）
註

（（）
前
掲
書
一
三
頁
、
石
原
明
「
義
兄
太
宰
治
と
姉
美
知
子
」「
太
宰
治
研
究
」
７
（
平

一
二
・
二
）。

（（（）
『
太
宰
治
全
集
』
別
巻
・
年
譜
（
山
内
祥
史
氏
）、
昭
和
一
三
年
の
項
（
平
四
、
第
一
〇
次
筑

摩
書
房
版
）。

（（3）
註

（（）
前
掲
書
。
三
谷
氏
も
書
簡
か
ら
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
組
み
立
て
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

（（4）
井
伏
鱒
二
『
太
宰
治
』
所
収
、
平
元
、
筑
摩
書
房
。

（（（）
『
回
想
の
太
宰
治
』（
昭
五
三
、
人
文
書
院
）。
な
お
、
人
文
書
院
版
の
「
そ
し
て
相
当
ひ
ど
い

評
判
や
噂
が
彼
を
囲
ん
で
い
た
ら
し
い
が
、
私
は
知
ら
な
か
っ
た
し
、
こ
の
縁
談
を
伝
え
聞

い
て
某
社
に
勤
め
て
い
る
親
戚
の
も
の
か
ら
、
私
の
母
に
忠
告
が
あ
っ
た
こ
と
を
聞
い
た
が
」

（
一
二
頁
）
は
、
講
談
社
文
庫
以
降
「
出
版
社
に
勤
め
て
い
る
従
姉
の
夫
か
ら
」（
平
二
〇
、
講

談
社
文
芸
文
庫
、
一
三
頁
）
と
相
手
が
特
定
さ
れ
て
い
る
。

（（（）
註

（（）
前
掲
書
九
頁
。

（（（）
註

（（（）
『
全
集
』
別
巻
・
年
譜
（
山
内
祥
史
氏
）、
昭
和
一
三
年
の
項
。
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（（（）
井
伏
鱒
二
「
猟
見
物
」、「
都
新
聞
」
昭
一
四
・
五
・
一
五
～
一
七
、『
蛍
合
戦
』
昭
一
四
、金
星
堂
。

（（（）
註

（4）
前
掲
書
一
三
三
頁
。

（30）
註

（（（）
前
掲
「
御
坂
峠
に
ゐ
た
頃
の
こ
と
」『
全
集
』
三
巻
・
月
報
（
昭
三
〇
・
一
二
）。

（3（）
『
太
宰
治
集
』
上
、
解
説
（
昭
二
四
、
新
潮
社
）。

（3（）
な
お
、
天
下
茶
屋
の
主
人
公
・
を
ば
さ
ん
・
娘
さ
ん
と
い
う
構
成
に
小
家
族
を
見
て
取
り
、
主

人
公
に
父
性
を
読
み
取
ろ
う
と
の
説
も
あ
る
が
、
大
家
族
が
あ
た
り
ま
え
の
当
時
、
か
つ
大
家

族
で
育
っ
た
太
宰
は
天
下
茶
屋
の
母
娘
に
主
人
公
を
加
え
て
「
家
族
」
と
い
う
認
識
は
薄
い
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
客
人
的
な
旅
の
途
上
で
出
会
う
ピ
ュ
ア
な
人
々
と
の
交
流
で
主

人
公
の
傷
が
癒
さ
れ
て
い
く
、
と
い
う
『
伊
豆
の
踊
子
』
的
な
、
ア
リ
ス
型
の
物
語
の
話
型
を

想
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（33）
「〈
教
材
〉
と
し
て
の
『
富
嶽
百
景
』」（「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
六
三
巻
六
号
、
平

一
〇
・
六
）。

（34）
富
士
山
を
特
殊
区
域
と
見
な
す
認
識
は
当
然
あ
り
、
御
坂
峠
行
き
に
際
し
て
北
芳
四
郎
の
「
霊

山
の
気
に
打
た
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
」と
の
ユ
ー
モ
ア
あ
る
発
言
に
も
垣
間
見
ら
れ
る
。

（3（）
な
お
、
こ
う
し
た
「
美
化
し
た
物
語
」
が
再
び
新
た
な
「
太
宰
像
」
を
作
っ
て
い
く
こ
と
は
計

算
済
み
で
あ
ろ
う
。
故
意
に
私
小
説
と
読
ま
せ
た
い
の
だ
か
ら
。
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
、
聖
婚

で
な
い
甲
府
見
合
い
の
前
に
あ
る
嫁
探
し
（
カ
フ
ェ
ー
一
箇
月
通
い
で
も
見
つ
か
ら
な
い
嫁
探

し
の
奔
走
や
誰
で
も
い
い
か
ら
小
説
家
か
劇
作
家
志
望
と
結
婚
さ
せ
た
い
と
い
う
小
料
理
屋
の

娘
と
の
破
談
な
ど
〈
亡
友
〉）
を
消
去
し
浄
化
す
る
結
果
に
な
る
。

一
一


