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志
賀
直
哉
『
和
解
』
ー
は
大
正
六
年
九
月
に
苫
か
れ
、
同
年
十
月

潮
』
に
掲
載
さ
れ
た
（
初
出
は
次
女
の
出
生
を
描
く
第
十
章
を
欠
く
。

翌
年
、
単
行
本
『
夜
の
光
』
に
収
録
さ
れ
る
際
に
、
書
き
足
さ
れ
た
）
（

2
）

0

作
中
の
「
一
昨
年
の
春
」
（
執
筆
時
点
を
現
在
と
す
れ
ば
大
正
四
年
に

な
る
）
に
「
自
分
」
の
家
を
訪
ね
て
来
た
父
と
会
う
の
を
避
け
た
た
め
、

以
前
か
ら
続
い
て
い
た
不
和
(
3
)

が
い
っ
そ
う
深
ま
る
状
況
や
、
長
女

の
死
が
も
た
ら
す
空
虚
な
寂
し
さ
、
次
女
の
出
生
で
明
る
く
な
る
家
の

様
子
が
事
細
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
長
女
の
死
や
、
長
女
の
埋
葬
す
る

場
所
を
め
ぐ
り
、
「
自
分
」
は
父
方
の
親
戚
皆
に
対
す
る
「
不
愉
快
」

を
感
じ
、
父
や
父
方
の
親
戚
と
疎
遠
に
な
る
。
し
か
し
、
長
女
の
死
後

頻
繁
に
な
っ
た
友
人
と
の
交
際
や
「
郵
便
局
員
の
書
い
た
」
作
品
か
ら
と

っ
た
「
二
枚
半
の
文
章
」
（
九
）
『
或
る
親
子
』
の
影
郷
芦
、
そ
し
て
次
女

の
誕
生
に
よ
っ
て
、
肉
親
等
に
対
し
て
調
和
的
に
な
っ
た
「
自
分
」
が

祖
母
や
義
母
の
働
き
か
け
に
よ
り
つ
い
に
父
に
詫
び
る
様
子
が
描
か
れ

は
じ
め
に

志
賀
直
哉
『
和
解
』
に
お
け
る

|
—
父
子
関
係
を
中
心
に
|
—

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
他
者

(
4
"

か
ら
の
影
牌
に
よ
っ
て
、

考
え
方
は
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

父
子
の
深
刻
な
不
和
が
和
解
（
京
都
で
の
事
件
、
長
女
の
死
、
次
女

の
出
生
な
ど
様
々
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
父
子
の
不

和
・
和
解
に
間
接
な
い
し
直
接
に
関
わ
る
場
而
な
の
で
こ
こ
で
は
詳
細

を
省
略
し
、
後
述
し
た
い
。
）
に
至
る
ま
で
の
出
来
事
が
『
和
解
』
の

中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
不
和
と
和
解
の
間
の
重
要
な
過
程
と
し

て
、
主
人
公
が
調
和
的
に
な
る
段
階
が
描
か
れ
て
い
る
。
不
和
の
場
面

は
作
品
が
発
表
さ
れ
た
当
時
多
く
論
評
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
「
自
分
」

が
調
和
的
に
な
っ
て
い
く
場
而
は
そ
れ
ほ
ど
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ

た
。
先
行
す
る
研
究
に
お
い
て
も
不
和
の
場
面
が
最
も
盛
ん
に
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
広
藤
玲
子
氏
は
、
『
和
解
』
に
は
「
父
と
の
不

和
の
原
囚
が
書
か
れ
て
い
な
い
」
(
5
)

こ
と
を
指
摘
し
、
ま
た
関
谷
一
郎

氏
は
、
父
子
の
「
不
和
の
根
源
が
エ
デ
イ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
(
6
)

に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

作
中
に
お
い
て
「
自
分
の
頭
を

モ
ハ
ッ
マ
ド

〈
自
己
〉

モ
イ
ン
ウ
ッ
デ
ィ
ン

「
自
分
」

の

番
占
め
て
ゐ
る
父
と
の
和
解
を
書
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「
自
分
」
の
結
婚
で
あ
れ
長
女
の
死
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
の
場
面
に
は

父
子
の
確
執
が
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
こ
の
争
い
は
二
人
の
間
に
深
い

不
和
を
生
む
。
そ
し
て
、
「
自
分
」
が
父
と
の
不
和
を
作
品
化
し
よ
う

と
す
る
が
失
敗
に
終
わ
る
と
い
う
場
面
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

父
子
の
不
和
の
根
源

ー
諸
要
素
と
の
関
わ
り
|
_

く
」
(
+
六
）
こ
と
が
『
和
解
』
執
筆
の
背
最
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
父
子
の
和
解
に
至
る
ま
で
の
状
況
を
理
解
す
る
た
め
に
、
不
和

か
ら
和
解
の
間
に
描
か
れ
て
い
る
諸
要
素
、
す
な
わ
ち
主
人
公
の
結
婚

の
間
題
、
長
女
の
死
と
次
女
の
出
産
、
「
自
分
」
の
創
作
活
動
『
夢
想

家
』
や
長
篇
の
コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、
『
或
る
親
子
』
な
ど
に
つ
い
て
も

見
る
必
要
が
あ
る
。
今
ま
で
の
研
究
で
は
、
結
婚
の
間
題
、
長
女
の
死

と
次
女
の
出
産
は
多
少
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
父
子

関
係
を
捉
え
る
に
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
比

し
て
、
「
自
分
」
の
創
作
活
動
（
長
篇
や
『
夢
想
家
』
と
題
す
る
作
品
）

と
不
和
と
の
関
わ
り
や
、
「
自
分
」
が
調
和
的
に
な
る
際
の
友
人
の
役

割
や
、
『
或
る
親
子
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
議
論
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
例
は
私
の
知
る
限
り
見
当
た
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
作
中
に
見
ら
れ
る
父
子
関
係
（
不
和
か
ら
和
解
）
に
つ

い
て
考
察
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
和
解
』
に
お
け
る
〈
自
己
〉
の

問
題
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

は
父
子
の
不
仲
の
間
題
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
「
自
分
」
の
創
作
活
動
に
つ
い
て
考
え
、
次
に
他

の
諸
要
素
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
和
の
根
源
を
探
り
た
い
。

『
和
解
』
に
は
、
職
業
作
家
で
あ
る
「
自
分
」
が
父
と
の
不
和
を
作

品
化
し
よ
う
と
試
み
る
場
面
が
多
く
見
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
『
夢
想

家
』
と
題
し
た
小
説
の
構
想
は
頻
繁
に
登
場
す
る
。
池
内
輝
雄
氏
(
7
)

は
『
夢
想
家
』
に
つ
い
て
、
「
小
説
「
和
解
」
は
、
習
作
「
夢
想
家
」

か
ら
小
説
「
和
解
」
へ
と
変
転
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
作
家
の
内
的
記

録
、
創
作
ノ
ー
ト
と
い
っ
た
内
容
を
持
っ
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

氏
は
さ
ら
に
『
押
ダ
想
家
』
が
害
き
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
連
し

て
「
実
生
活
の
う
え
で
そ
の
不
和
の
実
質
的
内
容
が
死
滅
し
て
い
た
」

と
述
べ
て
い
る
(
8
)

。
が
、
作
中
で
は
『
畑
ダ
想
家
』
を
曹
き
上
げ
ら
れ

な
い
理
由
と
し
て
、
「
不
和
の
出
来
事
は
余
り
に
多
か
っ
た
。
そ
れ
か

ら
前
に
も
曹
い
た
如
く
、
そ
れ
を
書
く
事
で
父
に
対
す
る
私
怨
を
睛
ら

す
や
う
な
事
は
仕
た
く
な
い
と
い
ふ
考
が
筆
の
進
み
を
中
々
に
邪
麿
を

し
た
。
」
（
三
）
と
い
う
説
明
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
先
行
研
究
の
指

摘
と
作
中
の
事
実
に
は
隔
た
り
が
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
り
、
作
品
世

界
と
作
者
の
実
生
活
を
区
別
し
て
『
夢
想
家
』
に
つ
い
て
考
え
る
必
要

が
あ
る
。

自
分
の
創
作
活
動

ー
不
和
と
の
関
わ
り
ー
ー
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『
和
解
』
の
作
品
中
で
は
、
長
女
の
埋
葬
直
後
の
段
階
（
作
中
で
の

事
件
を
生
起
順
に
並
べ
る
と
、
こ
れ
は
大
正
五
年
八
月
上
旬
に
な
る
）

で
「
自
分
は
此
五
六
年
間
父
と
の
不
和
を
材
料
と
し
た
長
篇
を
何
遍
計

画
し
た
か
知
れ
な
い
。
然
し
毎
時
そ
れ
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
」
（
七
）

と
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
長
篇
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
け
っ
し

て
『
夢
想
家
』
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
時
間
を
追
っ
て
考
え
る
と

「
三
年
程
前
」
の
「
長
篇
」
の
「
コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
は
『
夢
想
家
』

よ
り
以
前
の
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
長
篇
の
「
コ
ム
ポ
ジ
シ

ョ
ン
」
は
書
き
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
『
夢
想
家
』
（
或
い
は
『
空

想
家
』
）
の
構
想
が
浮
か
ん
で
来
た
と
い
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
以

下
に
考
え
た
い
。

「
五
六
年
間
父
と
の
不
和
を
材
料
と
」
す
る
「
作
物
の
発
表
が
生
む

実
際
の
悲
劇
を
考
へ
る
」
こ
と
が
、
そ
れ
ら
作
品
の
挫
折
の
よ
り
大
き

い
原
囚
と
さ
れ
て
い
る
。
父
と
の
不
和
を
作
品
と
し
て
発
表
す
る
こ
と

で
、
実
際
に
悲
劇
に
な
る
の
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
三
年
程
前
」
、

「
そ
の
悲
劇
を
で
き
る
だ
け
避
け
た
い
要
求
か
ら
長
篇
」
（
七
）
の
「
コ

ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
を
し
た
と
き
、
な
ぜ
こ
の
「
コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
に

も
不
和
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

或
る
陰
気
な
顔
を
し
た
青
年
が
自
分
の
所
へ
訪
ね
て
来
る
。
そ
れ

は
松
江
の
新
間
に
其
頃
続
き
物
を
曹
い
て
ゐ
る
青
年
だ
っ
た
。
其

青
年
が
届
け
て
く
れ
る
続
物
を
読
む
。
そ
れ
は
父
と
の
不
和
を
曹

い
た
も
の
だ
っ
た
。
（
中
略
）
其
青
年
が
腹
立
ち
か
ら
父
に
不
愉

快
な
交
渉
を
つ
け
て
行
く
。
父
は
絶
対
に
此
青
年
を
自
家
の
門
か

ら
入
れ
ま
い
と
す
る
。
其
他
色
々
さ
う
云
ふ
場
合
父
と
自
分
と
の

間
に
実
際
起
こ
り
得
る
不
愉
↑
な
事
を
曹
い
て
、
自
分
は
そ
れ
を

露
骨
に
粛
く
事
に
よ
っ
て
、
実
際
に
そ
れ
の
起
こ
る
事
を
防
ぎ
た

い
と
思
っ
た
。
見
す
く
書
か
れ
た
や
う
に
は
吾
々
も
進
ま
ず
済

ま
せ
る
事
が
出
来
よ
う
と
思
っ
た
の
だ
。
（
七
）

こ
の
よ
う
に
「
実
際
の
悲
劇
」
を
「
避
け
」
よ
う
と
い
う
意
図
が
明

ら
か
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
も
害
き
上
げ
る
事
は
出

来
な
か
っ
た
。

其
青
年
と
父
と
の
間
に
起
こ
る
争
闘
、
多
分
腕
力
沙
汰
以
上
の
乱

暴
な
争
闘
、
自
分
は
コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
上
で
其
場
を
想
像
し
な

が
ら
、
父
が
其
青
年
を
殺
す
か
、
其
青
年
が
父
を
殺
す
か
、
何
方

か
を
拇
か
う
と
思
っ
た
。
所
が
不
意
に
自
分
に
は
其
争
間
の
絶
対

へ
来
て
、
急
に
二
人
が
抱
き
あ
っ
て
烈
し
く
泣
き
出
す
場
面
が
浮

か
ん
で
来
た
。
（
中
略
）
自
分
は
其
長
篇
の
カ
タ
ス
ト
ロ
ー
フ
を

さ
う
暑
か
う
と
は
決
め
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
決
め
ら
れ
な
い
事
だ

と
思
っ
た
。
実
際
其
所
ま
で
曹
い
て
行
か
ね
ば
そ
れ
は
如
何
な
る

か
わ
か
ら
ぬ
と
思
っ
た
。
し
か
し
曹
い
て
行
っ
た
結
呆
、
さ
う
な

つ
て
呉
れ
れ
ば
如
何
に
愉
快
な
事
か
と
自
分
は
思
っ
た
。
／
此
長

篇
は
少
し
書
い
た
が
、
続
か
ず
に
了
っ
た
。
（
七
）

傍
線
部
の
如
く
、
お
互
い
に
殺
し
合
う
ほ
ど
の
悲
劇
、
つ
ま
り
不
和

の
頂
点
が
想
像
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
其
争
闘
の
絶
対
」
に
至

っ
て
「
二
人
が
抱
き
あ
っ
て
烈
し
く
泣
き
出
す
」
と
い
う
正
反
対
の
結

果
が
「
不
在
に
」
脳
裏
に
浮
か
び
上
が
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
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書
く
こ
と
は
「
決
め
ら
れ
な
い
事
だ
と
思
」
い
、
こ
の
長
篇
は
中
止
す

る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
三
年
半
後

(
9
)

に
、
「
自
分
は
六
年
前
、

自
分
が
尾
の
道
で
独
住
ひ
を
し
て
ゐ
た
前
後
の
父
と
自
分
と
の
事
を
」

『
夢
想
家
』
と
題
し
て
「
書
か
う
と
し
た
。
自
分
は
父
に
対
し
て
随
分

不
愉
快
を
持
つ
て
ゐ
た
」
（
二
）
と
い
う
よ
う
に
、
こ
の
段
階
で
も
父

と
の
不
和
を
作
品
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
自
分
」
は

「
一
度
翡
い
て
失
敗
し
た
。
又
書
い
た
が
そ
れ
も
気
に
入
ら
な
か
っ
た
」

（
二
）
。
と
う
と
う
完
成
で
き
な
い
た
め
「
材
料
を
変
へ
る
」
（
二
）
こ

と
に
し
た
。
こ
の
後
も
父
と
の
和
解
が
実
現
す
る
ま
で
に
何
回
も
「
自

分
」
は
そ
の
不
和
を
作
品
化
し
よ
う
と
す
る
。

・
「
夢
想
家
」
を
書
き
直
す
事
に
し
た
。
（
三
）

•
今
か
か
つ
て
ゐ
る
「
夢
想
家
」
の
調
子
ま
で
狂
は
し
か
ね
な
い

と
思
っ
た
。
(
+
-
）

・
自
分
は
又
十
月
の
雑
誌
に
出
す
べ
き
「
夢
想
家
」
に
取
り
か
か

っ
た
。
（
十
二
）

し
か
し
、
い
つ
も
書
き
終
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
「
自
分
」

は
こ
れ
ほ
ど
何
回
も
失
敗
し
つ
つ
も
不
和
に
つ
い
て
描
き
た
い
の
か
、

ま
た
そ
れ
を
描
く
こ
と
で
ど
の
よ
う
な
結
果
を
期
待
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。

「
五
六
年
間
」
計
両
し
て
来
た
長
篇
や
「
三
年
程
前
」
コ
ム
ポ
ジ
シ

ョ
ン
し
た
長
篇
の
挫
折
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
前
者
の
失
敗
の
主
因
は

「
作
物
の
発
表
が
生
む
実
際
の
悲
劇
」
の
可
能
性
と
い
う
「
自
分
」
の

抱
く
恐
れ
で
あ
る
が
、
後
者
の
そ
れ
は
、
そ
の
長
篇
の
結
末
が
「
自
分
」

が
思
っ
た
通
り
に
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
も
し
不
和
を
材

料
と
す
る
作
品
を
発
表
で
き
て
い
れ
ば
、
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

コ
ム
ポ
ジ
シ
ョ
ン
し
た
長
篇
に
お
け
る
青
年
と
そ
の
父
親
の
関
係
の
よ

う
に
親
子
関
係
は
さ
ら
に
悪
化
し
て
し
ま
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
「
自

分
」
に
父
子
関
係
が
悪
化
す
る
と
い
う
考
え
が
多
少
な
り
と
も
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
「
自
分
」
が
こ
れ
を
実
際
に
起
こ
り
う
る
悲
劇
と
し
て
想

像
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
不
和
を
描
い
た
作
品
の
発

表
で
起
こ
る
悲
劇
、
或
い
は
親
子
関
係
の
悪
化
と
い
う
恐
れ
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
不
和
を
作
品
化
す
る
欲
望
は
「
自
分
」
を
繰
り
返
し

襲
う
。
ま
た
、
第
十
章
以
降
の
段
階
つ
ま
り
「
自
分
」
が
調
和
的
に
な

り
つ
つ
あ
る
時
期
に
お
い
て
も
、
不
和
を
材
料
と
す
る
『
歩
想
家
』
（
先

述
の
第
十
一
章
や
第
十
二
章
の
引
用
を
参
照
）
が
構
想
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
お
い
て
も
ま
た
不
和
を
作
品
化
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
不
和
を
悪
化
さ
せ
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
寧
ろ
作
家
と
し
て

の
「
自
分
」
が
、
作
品
化
に
よ
っ
て
父
に
本
来
あ
る
べ
き
親
子
関
係
に

つ
い
て
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
つ
ま

り
、
「
自
分
」
が
而
と
向
か
っ
て
父
に
言
え
な
い
考
え
を
作
中
人
物
の

姿
を
借
り
て
表
明
し
た
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

第
九
章
の
調
和
に
関
わ
る
段
階
に
お
い
て
も
不
和
を
作
品
化
す
る
欲
望

を
抱
い
て
い
た
こ
と
は
、
父
と
の
不
和
を
解
決
し
た
い
と
い
う
考
え
に

よ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
和
解
の
実
現
後
に
不
和
を
描
こ
う
と
し
な

く
な
る
の
は
、
そ
れ
も
お
そ
ら
く
、
か
つ
て
は
不
和
の
作
品
化
で
自
己

主
張
し
つ
つ
も
不
和
の
解
決
を
期
待
し
て
い
た
が
、
和
解
の
後
は
そ
の
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(
1
)
 

必
要
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
―
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
か
も
知
れ
な
い
。
も
し
「
自
分
」
が

父
と
の
不
和
を
解
決
し
た
い
の
な
ら
、
な
ぜ
直
接
父
に
そ
う
言
わ
な
い

の
か
。
そ
れ
は
自
己
主
張
の
強
さ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
直

接
父
に
会
っ
て
話
せ
ば
、
も
の
ご
と
の
成
り
行
き
に
よ
っ
て
は
頭
を
下

げ
る
羽
日
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
不
和
を

作
品
化
し
た
い
と
い
う
「
自
分
」
の
欲
望
は
、
自
己
主
張
の
強
さ
ゆ
え

で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

作
品
に
お
け
る
父
子
の
不
和
の
問
題

ー
一
族
と
の
関
わ
り

I

不
和
の
根
本
原
因

あ
ら
た
め
て

「
十
に
起
こ
っ
た
そ
も
そ
も
の
不
和
か
ら
、

父
子
の
不
和
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

（
前
略
）
丁
度
十
一
年
前
父
が
「
こ
れ
か
ら
は
如
何
な
事
が
あ
っ

て
も
決
し
て
彼
奴
の
為
め
に
は
涙
は
溢
れ
な
い
」
と
人
に
云
っ
た

と
云
ふ
。
そ
し
て
、
父
が
さ
う
云
ひ
出
し
た
前
に
自
分
が
父
に
対

し
て
現
は
し
た
或
る
態
度
を
憶
ふ
と
自
分
は
毎
時
ぞ
ッ
と
し
た
。

父
と
し
て
子
か
ら
こ
ん
な
態
度
を
と
ら
れ
た
人
間
が
こ
れ
ま
で
何

．
．
．
．
．
 

人
あ
ら
う
。
自
分
が
父
と
し
て
子
に
そ
ん
な
態
度
を
取
ら
れ
た
場

合
を
想
像
し
て
も
堪
え
ら
れ
な
い
気
が
し
た
。
父
が
さ
う
云
っ
た

と
問
い
た
時
に
父
の
云
ふ
事
は
無
理
で
な
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て

自
分
も
孤
独
を
感
じ
た
。
（
三
）
（
傍
点
部
、
論
者
に
よ
る
）

傍
点
部
の
「
態
度
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
明
確
で
な

い
も
の
の
、
そ
れ
は
父
に
不
愉
快
を
与
え
る
ほ
ど
の
「
態
度
」
だ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
十
一
年
前
の
「
自
分
」
の
「
態
度
」
に
対

す
る
父
の
反
応
は
「
無
理
で
な
い
」
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

比
し
て
、
「
自
分
」
の
「
一
昨
年
の
春
」
以
後
の
態
度
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
父
は
、
「
二
人
の
間
の
不
和
の
後
に
或
る
和
ら
ぎ
を
作
る
目
的
で
」

（
三
）
結
婚
し
た
ば
か
り
の
「
自
分
」
が
住
ん
で
い
た
京
都
の
家
へ
「
自

分
の
一
番
上
の
妹
を
連
れ
て
」
遊
び
に
や
っ
て
く
る
。
父
は
二
人
の
結

婚
を
認
め
、
親
子
の
関
係
を
修
復
す
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
、
「
自
分
」
は
父
に
手
紙
を
書
い
て
会
う
の
を
拒
絶
し
、
父
を
激

怒
さ
せ
る
。
次
に
引
用
す
る
の
は
、
こ
の
事
件
と
関
わ
る
半
年
後
の
場

面
で
あ
る
。

父
は
、
／
「
貴
様
が
此
家
へ
出
入
り
す
る
事
は
少
し
も
差
支
え
な

い
。
そ
れ
は
俺
は
喜
ん
で
許
す
。
然
し
き
ま
り
を
つ
け
ね
ば
な
ら

ん
事
は
明
瞭
つ
け
た
い
が
、
ど
う
だ
」
と
云
つ
た
。
／
「
京
都
の

事
は
お
気
の
毒
な
事
を
し
た
と
は
思
っ
て
居
ま
す
。
あ
の
頃
と
は

お
父
さ
ん
に
対
す
る
感
情
も
余
程
変
わ
っ
て
居
ま
す
。
然
し
あ
の

時
私
が
あ
あ
し
た
事
は
今
で
も
少
し
も
悪
い
と
は
思
っ
て
居
ま
せ

ん
」
か
う
答
へ
た
。
／
「
さ
う
か
。
そ
れ
な
ら
貰
様
は
此
家
へ
出

入
り
す
る
事
は
よ
し
て
貰
は
う
。
」
（
三
）

「
貴
様
が
此
家
へ
出
入
り
す
る
事
は
少
し
も
差
支
え
な
い
」
と
い
う

父
の
発
言
か
ら
は
、
穏
や
か
に
「
自
分
」
と
話
し
合
お
う
と
す
る
態
度
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が
読
み
取
れ
る
。
が
、
「
自
分
」
の
「
今
で
も
少
し
も
悪
い
と
は
思
っ

て
居
」
な
い
と
い
う
発
言
は
再
び
父
の
怒
り
を
買
う
。
十
一
年
前
の
出

来
事
に
つ
い
て
感
じ
る
後
悔
と
比
べ
る
と
、
現
在
の
父
に
対
す
る
「
自

分
」
の
態
度
に
は
、
寧
ろ
素
直
さ
よ
り
も
頑
固
さ
の
方
が
強
く
出
て
お

り
、
不
和
は
さ
ら
に
深
ま
っ
て
い
る
。
「
京
都
の
事
」
に
つ
い
て
も
、
「
お

気
の
毒
な
事
を
し
た
と
」
思
う
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
自
分
」
が
「
少

し
も
悪
い
と
は
思
」
わ
な
い
と
さ
え
言
う
。
そ
し
て
「
「
直
ぐ
帰
り
ま

す
。
」
自
分
は
祖
母
と
母
に
さ
う
い
つ
て
、
妻
に
「
お
前
も
来
る
な
ら

来
い
」
」
（
三
）
と
言
い
、
頑
固
に
家
族
の
反
対
を
押
し
切
り
外
に
出
て

し
ま
う
。
十
一
年
前
と
比
べ
て
現
在
の
「
自
分
」
は
父
の
気
持
ち
を
あ

ま
り
汲
も
う
と
せ
ず
、
「
自
分
」
の
感
情
に
頑
な
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
母
の
頼
み
に
耳
を
貸
し
も
せ
ず
に
、
深
夜
に
家
を
出
て
し
ま

う
。
ま
た
、
夜
も
更
け
、
「
人
通
り
も
な
」
い
道
路
で
、
「
自
分
」
は
妻

に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
若
し
お
前
が
俺
の
す
る
事
に
少
し
で
も
非
難
す
る
や
う
な
気
持

を
持
て
ば
、
お
前
も
他
人
だ
ぞ
」
自
分
は
突
然
こ
ん
な
事
を
云
つ

た
。
妻
は
黙
つ
て
居
た
。
／
「
若
し
俺
が
お
父
さ
ん
の
云
ふ
事
を

は
い
く
諾
く
人
間
だ
っ
た
ら
お
前
と
は
結
婚
し
て
や
し
な
か
つ

自
分
は
嚇
か
す
や
う
に
又
こ
ん
な
事
を
云
っ
た
。
（
三
）

た
ぞ
」

以
上
の
引
用
か
ら
も
、
考
え
を
妻
に
も
押
し
付
け
る
「
自
分
」
の
態

度
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
京
都
の
事
件
前
後
に
見
ら
れ
る
「
自
分
」

の
過
去
へ
の
言
及
包
か
ら
、
結
婚
が
父
子
の
不
和
の
原
因
の
一
っ
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
け
れ
ど
も
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、

長
女
の
死
か
ら
埋
葬
に
至
る
場
面
に
も
、
こ
う
し
た
「
自
分
」
の
頑

固
さ
や
自
己
中
心
的
な
態
度
が
見
て
取
れ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
「
自

分
」
だ
け
で
は
な
く
父
に
も
同
様
な
態
度
が
見
ら
れ
る
。
長
女
の
死
に

至
る
過
程
は
、
父
の
希
望
に
応
え
て
祖
母
が
我
孫
子
か
ら
「
赤
児
を
連

れ
て
帰
」
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
麻
布
の
父
の
家
か
ら
帰
っ
た
後

赤
児
は
体
調
を
崩
し
、
次
第
に
具
合
が
悪
く
な
り
、
や
が
て
重
体
に
陥

る。

(
2
)
 

長
女
の
死
か
ら
埋
葬

I
不
和
と
の
関
わ
り
_
ー

父
が
一
番
上
の
妹
と
一
緒
に
「
自
分
」
の
家
を
訪
問
し
た
こ
と
か
ら
、

父
は
「
自
分
」
の
結
婚
を
認
め
、
親
子
関
係
を
修
復
す
る
方
に
一
歩
進

も
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る

(11)

。
か
つ
て
父
子
の
不
和
の
一
因
と
な
っ

た
結
婚
を
父
は
追
認
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
「
自
分
」
は
、

そ
の
こ
と
に
薄
々
気
付
い
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、
父
が
「
自

分
」
の
家
を
訪
ね
た
時
、
「
自
分
」
が
父
に
会
う
の
を
拒
絶
し
な
け
れ

ば
、
「
本
当
の
和
解
が
そ
の
時
に
来
」
（
三
）
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
「
自
分
」
の
一
方
的
な
拒
絶
に
よ
り
不
和
は
一
層
深
ま
り
、
や

が
て
来
る
長
女
の
死
に
よ
っ
て
父
子
間
の
不
和
は
、
さ
ら
に
深
刻
に
な

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
不
和
の
根
本
に
は
や
は
り
「
自
分
」
自
身
の
頑

固
さ
や
自
己
中
心
的
な
態
度
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き

る。
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必
死
の
治
療
の
甲
斐
も
な
く
赤
児
は
死
ん
で
し
ま
う
。
長
女
の
死
を

前
に
、
「
自
分
」
は
、
「
若
し
皆
に
父
と
自
分
と
の
関
係
に
赤
児
を
利
用

す
る
気
が
な
か
っ
た
ら
、
赤
児
が
死
な
ず
に
済
ん
だ
の
だ
」
（
七
）
と

考
え
る
。
こ
れ
は
、
父
方
の
親
戚
達
を
含
め
た
麻
布
の
家
と
日
頃
の
付

き
合
い
を
絶
つ
意
志
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
八
月
廿
日
朝
我
孫
子

を
出
て
妾
は
初
め
て
赤
児
の
募
参
り
を
し
た
。
そ
れ
か
ら
自
分
は
友
達

の
家
へ
行
っ
た
。
妾
だ
け
麻
布
の
家
へ
行
っ
た
」
（
八
）
こ
と
か
ら
も

そ
う
い
う
状
況
が
う
か
が
え
る
。
「
八
月
廿
日
」
と
は
赤
児
の
死
後
一

ヶ
月
も
経
っ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
●
長
女
の
死
や
埋
葬
で
深
刻
な
も

の
に
な
っ
た
父
に
対
す
る
怨
み
の
気
持
ち
は
ま
だ
鮮
明
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
そ
の
た
め
「
自
分
」
は
麻
布
の
父
の
家
へ
行
か
な
か
っ
た
と

い
え
る
。
妻
が
そ
こ
に
行
っ
た
の
は
「
自
分
」
が
妻
を
行
か
せ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
妾
が
自
ら
行
っ
た
の
か
は
判
断
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
父

が
妻
に
「
な
ぜ
赤
児
の
死
骸
を
東
京
へ
連
れ
て
来
た
と
怒
」
（
八
）
っ

た
こ
と
は
「
自
分
」
の
父
に
対
す
る
怒
り
を
さ
ら
に
深
刻
な
も
の
に
す

る
。
父
の
言
業
に
は
や
は
り
頑
な
さ
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
父
子
の
葛
藤
に
は
両
者
の
自
己
中
心
的
な
考
え
が
あ
る
と
指
摘
で
き

る
。
こ
う
し
た
不
和
の
あ
り
よ
う
は
赤
児
の
埋
葬
(12)

に
つ
い
て
話
し

合
う
次
の
場
面
に
も
端
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

「
飛
ん
だ
事
で
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
T
さ
ん
が
云
っ
た
。
そ
し
て

「
先
程
屯
報
を
拝
見
し
ま
し
て
早
速
屯
話
で
箱
根
の
御
別
荘
の
方

へ
お
指
図
を
願
ひ
ま
し
た
所
、
慧
子
さ
ん
は
我
孫
子
の
お
寺
へ
葬

る
や
う
御
命
令
で
御
座
い
ま
し
た
」
と
云
っ
た
。
／
聴
い
て
い
る

内
に
自
分
は
ム
カ
／
＼
し
て
来
た
。
／
「
私
共
も
ど
れ
だ
け
此
所

に
住
ん
で
居
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
葬
る
の
は
矢
張
り
東

京
へ
葬
つ
て
や
る
つ
も
り
で
す
」
と
云
っ
た
。
（
七
）

「
自
分
」
は
長
女
を
東
京
（
青
山
に
あ
る
家
族
の
臨
地
の
こ
と
）
に

葬
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
思
い
は
以
下
の
引
用
か
ら
も
読
み
取
れ
る
o

青
山
の
蔭
所
に
埋
ま
つ
て
ゐ
る
、
今
の
自
分
よ
り
年
若
く
死
ん
だ

実
母
の
側
に
其
初
孫
を
埋
め
て
や
る
事
は
実
母
の
為
め
に
も
赤
児

の
為
め
に
も
さ
う
あ
り
た
い
気
が
自
分
に
は
し
て
ゐ
た
。
（
七
）

し
か
し
、
父
の
頑
固
さ
は
そ
の
こ
と
を
許
さ
な
い
。

其
刺
赤
坂
の
叔
父
か
ら
、
棺
は
赤
坂
へ
運
ぶ
や
う
と
云
ふ
電
報
が

来
た
。
父
が
麻
布
の
家
へ
迎
ぶ
事
を
拒
ん
だ
の
だ
と
思
っ
た
。
自

分
は
腹
か
ら
不
愉
快
を
感
じ
た
。
（
中
略
）
今
は
せ
め
て
死
ん
だ

者
に
対
し
て
出
来
る
だ
け
の
事
を
し
て
や
り
た
か
っ
た
。
所
が
父

は
麻
布
の
家
へ
連
れ
て
行
く
事
を
拒
ん
だ
上
に
赤
児
の
小
さ
い
叔

母
共
や
曾
祖
母
に
、
「
皆
も
赤
坂
へ
行
く
事
は
な
い
」
と
云
っ
た

と
云
ふ
事
を
聴
い
て
、
自
分
は
腹
の
底
か
ら
腹
を
立
て
た
。
（
七
）

父
が
「
麻
布
の
家
」
で
は
な
く
「
棺
は
赤
坂
へ
運
ぶ
や
う
」
と
い
っ

た
こ
と
と
、

T
さ
ん
か
ら
間
接
的
に
聞
い
た
「
慧
子
さ
ん
は
我
孫
子
の

お
寺
へ
葬
る
や
う
御
命
令
で
御
座
い
ま
し
た
」
と
い
う
父
の
言
葉
か
ら

う
か
が
え
る
よ
う
に
、
父
は
赤
児
を
家
族
の
羞
に
埋
葬
す
る
の
を
拒
否

し
て
い
る
。
京
都
で
の
事
件
や
そ
の
六
ヶ
月
後
の
衝
突
に
お
け
る
怒
り

が
父
の
中
で
蘇
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
「
自
分
」
に
対
す
る
父
の
そ
の

怒
り
は
「
其
儘
に
赤
児
に
移
し
て
現
は
」
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
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で
は
、
「
自
分
」
が
「
調
和
的
な
気
分
」
に
至
る
ま
で
の
変
化
は
ど

の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
自
分
」
が
自
ら
こ
の
変
化

を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
作
中
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
自
分
」

に
起
こ
る
変
化
は
周
問
の
者
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
彼

ら
の
影
署
を
受
け
て
い
る
の
か
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
周

問
の
者
と
し
て
、
友
人
や
家
族
ら
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
描

写
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
家
族
は
第
一
章
か
ら
皆
頻
繁
に
現
れ
る
が
、

長
女
の
死
の
前
後
の
場
面
（
第
五
章
か
ら
第
八
章
前
半
）
に
は
妻
以
外

に
家
族
の
描
写
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
と
対
照
的
に
友
人
の
描

写
は
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
は
稀
に
し
か
な
い
が
、
第
五
章
か
ら
、

特
に
長
女
の
死
後
に
か
け
て
は
多
く
見
ら
れ
る
。
友
人
と
し
て
は

M
、

詞
和
へ
の
道

ー
他
者
と
の
関
わ
り
ー
—

の
よ
う
に
、
十
一
年
前
に
始
ま
っ
た
不
和
は
長
女
の
死
と
埋
葬
の
場
面

に
お
い
て
そ
の
頂
点
に
達
し
た
と
い
え
よ
う
。

本
章
で
は
、
父
と
の
確
執
が
深
ま
る
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
を
見
て
き
た

が
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
「
自
分
」
と
父
の
頑
固
さ
や
、
そ
れ
ぞ
れ
の

考
え
を
押
し
付
け
る
態
度
が
不
和
を
深
め
る
要
囚
と
な
っ
て
お
り
、
両

者
は
各
々
の
こ
の
よ
う
な
態
度
の
せ
い
で
相
手
に
積
極
的
に
対
応
せ

ず
、
不
和
は
深
ま
る
ば
か
り
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

周
囲
の
人
々

ー
家
族
や
友
人
と
の
関
わ
り
—
ー

画
家
の

S

K
な
ど
が
登
場
し
、
中
で
も
M(13)
は
も
っ
と
も
親
密
な
友

人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

ま
た
作
中
、
調
和
前
後
、
つ
ま
り
長
女
の
死
か
ら
次
女
の
出
生
の
間

の
段
階
で
現
れ
る
他
者
の
創
作
を
甚
に
し
た
『
或
る
親
子
』
は
父
子
関

係
に
働
き
か
け
る
重
要
な
要
素
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
が

発
表
さ
れ
た
時
期
、
そ
し
て
作
品
内
容
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て

い
る
か
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
章
で
は
主
に
「
自
分
」

が
調
和
的
に
な
る
場
面
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
周
囲
の
者
（
家
族
(
M
)

や

友
人
）
お
よ
び
作
中
に
出
て
来
る
作
品
を
取
り
上
げ
た
い
。

祖
母
の
「
顎
が
外
れ
」
た
こ
と
で
「
自
分
」
が
心
配
の
あ
ま
り
祖
母

を
見
舞
い
に
行
っ
た
時
、
父
は
母
を
通
し
て
「
自
分
」
の
訪
間
を
不
愉

快
に
感
じ
て
い
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
作
中
で
は
、
父
が
「
自
分
」
の

訪
間
に
つ
い
て
母
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
か
は
明
確
に
さ
れ
な

い
が
、
た
だ
母
は
父
に
呼
ば
れ
て
行
っ
て
戻
っ
た
後
、
「
自
分
」
に
、
「
か

う
云
ふ
御
病
気
の
中
で
若
し
お
父
さ
ん
と
衝
突
で
も
す
る
や
う
な
事
が

あ
る
と
、
そ
れ
こ
そ
、
何
よ
り
の
不
孝
に
な
る
」
(
+
-
）
と
い
う
理

由
で
「
自
分
」
を
帰
そ
う
と
す
る
。
母
の
「
衝
突
で
も
す
る
や
う
な
事
」

と
い
う
言
菓
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
父
は
「
自
分
」
の
訪
問
に
つ
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い
て
母
に
何
か
厳
し
い
こ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め

母
は
、
「
自
分
」
に
「
お
祖
母
さ
ん
も
ネ
、
こ
の
御
様
子
な
ら
も
う
心

配
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
今
日
は
ど
う
か
こ
れ
で
帰
っ
て
下
さ
い
。
ね

え
、
ど
う
か
気
を
悪
く
し
な
い
で
」
と
懇
願
し
な
が
ら
「
自
分
」
に
そ

の
事
梢
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
「
自
分
」
は
母
の
そ
の
願
い
に
対

し
て
穏
や
か
な
反
応
を
見
せ
な
が
ら
、
「
お
父
さ
ん
と
僕
と
の
関
係
と
、

僕
と
お
祖
母
さ
ん
と
の
関
係
と
は
全
然
別
な
も
の
に
僕
は
考
へ
て
ゐ
る

ん
で
す
。
（
中
略
）
兎
も
角
出
来
る
だ
け
穏
や
か
に
お
父
さ
ん
に
手
紙

を
書
い
て
願
つ
て
見
ま
せ
う
」
(
+
-
）
と
発
言
す
る
。
な
ぜ
直
接
に

会
い
た
く
な
い
の
か
。
京
都
の
事
件
の
六
ヶ
月
後
父
に
直
接
会
っ
た
結

果
不
和
は
寧
ろ
深
く
な
っ
た
た
め
、
今
回
も
同
じ
こ
と
が
起
こ
る
か
も

知
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
が
あ
っ
て
会
う
の
を
避
け
た
の

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
は
而
と
向
か
っ
て
は
穏
や
か
に
話
が
で
き
な
い

と
い
う
恐
れ
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
穏
や
か
に
手
紙
を
書

こ
う
と
す
る
の
は
父
に
い
い
印
象
を
与
え
た
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
「
手
紙
を
書
い
て
ゐ
る
内
、
頭
に
置
い
て
ゐ
る

父
」
に
対
す
る
「
自
分
の
感
情
」
は
「
絶
え
ず
」
安
定
し
て
い
な
か
っ

た
。
「
穏
や
か
な
顔
を
し
た
父
を
頭
に
浮
か
べ
な
が
ら
、
自
分
も
穏
や

か
な
気
持
で
」
手
紙
を
翡
こ
う
と
す
る
と
「
父
の
顔
は
急
に
意
固
地
な

不
愉
快
な
表
惜
を
す
る
」
。
そ
し
て
、
と
う
と
う
手
紙
は
薯
き
上
げ
ら

れ
ず
、
そ
の
後
父
に
「
直
接
お
話
す
る
事
に
し
」
た
。
長
女
の
出
産
や

死
去
前
後
の
「
自
分
」
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
「
自
分
」

は
心
理
的
に
穏
や
か
に
な
っ
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
父
に
会
う

直
前
に
母
に
懇
願
さ
れ
、
そ
れ
に
動
か
さ
れ
て
詫
び
る
に
至
る
。
こ
の

よ
う
に
父
子
の
和
解
の
始
ま
り
は
「
自
分
」
が
父
へ
手
紙
を
書
く
こ
と

を
決
心
す
る
場
面
に
あ
る
と
指
摘
で
き
る
。
ま
た
、
父
に
会
う
直
接
的

な
契
機
と
な
っ
た
の
は
祖
母
の
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
自
分
」
が
こ
の
時
期
に
こ
こ
ま
で
穏
や
か
な
態
度
を

見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
「
自
分
」
が
調
和
的
に
な
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
作
中
で
初
め
て
「
調
和
」
と
い
う
言
菓
が
現
れ
る

の
は
第
九
章
で
あ
る
。
妻
が
次
女
を
懐
妊
し
た
直
後
の
時
期
に
あ
た
る
。

そ
の
た
め
、
「
自
分
」
は
要
が
次
女
、
つ
ま
り
「
自
分
」
と
最
も
血
の

繋
が
り
の
濃
い
者
を
懐
妊
し
た
こ
と
に
よ
り
調
和
的
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
な
ら
、
な
ぜ
長
女
を
懐
妊
し
た
後

「
自
分
」
の
態
度
は
調
和
的
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
間
が
出

て
く
る
。
こ
の
時
、
父
は
京
都
の
事
件
を
考
え
ず
に
、
初
孫
の
出
産
費

用
を
全
部
払
っ
た
が
、
「
自
分
」
は
祖
母
に
何
回
言
わ
れ
て
も
そ
の
礼

さ
え
も
言
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
長
女
の
時
は
「
自
分
」
の
父
に
対

す
る
頑
固
な
態
度
は
変
わ
ら
な
い
（
第
四
章
）
。
で
あ
る
か
ら
、
次
女

の
懐
妊
だ
け
が
「
自
分
」
の
感
梢
を
変
化
さ
せ
た
と
は
考
え
に
く
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
自
分
」
が
調
和
的
に
な
る
契
機
は
他
に
あ
り

そ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
友
人
逹
と
の
関
わ
り
と
こ
の
間
に
出
て
来
た
新
し
い
作
品
と

の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
節
で
は
友
人
と
の
関
わ
り

に
つ
い
て
論
じ
、
創
作
に
つ
い
て
は
次
の
節
で
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
友
人
た
ち
と
「
自
分
」
の
調
和
と
の
関
わ
り
は
あ
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ま
り
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
だ
が
、
作
品
を
見
て
い
く
と
、

友
人
達
の
登
場
は
「
自
分
」
の
家
族
よ
り
少
な
い
と
は
い
え
な
い
。
友

人
に
関
わ
る
描
写
を
章
ご
と
に
取
り
上
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
五
章

Y
、
K
子

第
六
章

Y
、
K
子

第
七
章
画
家
の

s

k

（
以
下
s
k
と
す
る
）
、

Y

第
八
章

Y
、
M
、
S

K

第
九
章

M
、
あ
る
親
し
い
友

第
十
章

k
君、

Y

第
十
一
章

M
、
Y

第
十
二
章

Y

第
十
三
章

s

k

第
十
四
章

s

k

第
十
六
章

S

K
、

H

第
一
章
か
ら
四
章
に
は
友
人
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
。
四
章
ま
で

に
出
て
来
る
友
人
に
は
名
前
が
な
く
、
た
だ
、
友
達
と
呼
ば
れ
て
い
る

（
第
二
章
で
は
S
と
い
う
人
物
が
登
場
し
て
い
る
が
、
友
人
か
否
か
明

確
で
は
な
い
）
。
友
人
が
最
も
多
く
登
場
し
て
い
る
の
は
九
章
か
ら
十

一
章
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
自
分
」
の
調
和
的
な
考
え
が
始
ま
る
時
期
で

あ
り
、
親
族
よ
り
も
友
人
が
多
く
現
れ
る
の
は
「
自
分
」
が
調
和
的
に

な
る
の
に
友
人
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
こ
で
は
、
主
に
「
自
分
」
が
長
女
の
死
後
父
方
の
親
戚
皆
に
対
す
る

「
不
愉
快
」
を
感
じ
た
後
、
調
和
的
に
な
る
時
期
を
取
り
上
げ
る
。

・
十
日
ほ
ど
し
て

Y
が
朝
鮮
支
那
の
旅
へ
出
て
か
ら
、
我
孫
子
は

尚
淋
し
く
な
っ
た
。
丁
度
其
頃
最
も
旧
い
そ
し
て
最
も
親
し
い
友

の
M
が
細
君
と
一
緒
に
泊
ま
り
が
け
で
遊
び
に
来
た
。
（
八
）

•
M
が
暮
れ
近
く
か
ら
隣
村
に
住
む
や
う
に
な
っ
て
か
ら
は
我
孫

子
も
賑
や
か
に
な
っ
た
。
五
六
年
前
か
ら
多
く
他
の
地
方
で
住
ん

で
ゐ
た
自
分
は
久
し
振
り
で

M
と
繁
々
往
来
す
る
や
う
に
な
っ

た
。
そ
し
て
日
が
過
ぎ
、
月
が
過
ぎ
る
に
従
っ
て
自
分
の
中
に
あ

っ
た

M
に
対
す
る
旧
い
愛
が
、
又
何
か
新
し
い
も
の
を
附
加
し
な

が
ら
眼
覚
め
て
行
く
の
を
感
じ
た
。
此
事
は
愉
快
だ
っ
た
。
そ
し

て
自
分
の
心
に
い
い
影
評
を
与
へ
た
。
（
九
）

長
女
の
死
に
よ
っ
て
、
「
自
分
」
は
「
祖
母
に
も
母
に
も
」
不
愉
快

を
感
じ
、
夫
婦
の
生
活
は
「
急
に
淋
し
く
な
」
る
。
そ
の
と
き
自
分
の

親
し
い
人
間
関
係
は
友
人
達
の
他
に
は
な
か
っ
た
。

Y
が
「
旅
へ
出
て

か
ら
、
我
孫
子
は
尚
淋
し
く
な
っ
た
」
と
い
う
箇
所
か
ら
は
、
友
人
が

旅
に
出
る
以
前
は
交
流
が
あ
り
、
「
自
分
」
の
淋
し
さ
が
紛
ら
わ
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

Y
が
旅
に
出
た
後
「
丁
度
其
頃
最
も
旧

い
そ
し
て
最
も
親
し
い
友
の

M
」
が
登
場
す
る
。
こ
れ
は
「
自
分
」
の

沈
ん
だ
気
持
ち
に
も
良
い
影
孵
を
与
え
る
。

画
家
の

S

K
が
其
少
し
前
か
ら
家
族
を
連
れ
て
信
州
の
上
林
温
泉

に
行
っ
て
居
た
の
で
自
分
達
も
其
所
へ
行
く
事
に
し
た
。
八
月
廿

日
朝
我
孫
子
を
出
て
妻
は
初
め
て
赤
児
の
墓
参
り
を
し
た
。
そ
れ

か
ら
自
分
は
友
達
の
家
へ
行
っ
た
。
妻
だ
け
麻
布
の
家
へ
行
っ
た
。

（八）
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以
上
の
引
用
は
、
長
女
に
死
な
れ
た
後
、
久
し
ぶ
り
に
M
と
出
会
っ

た
場
面
の
直
後
の
部
分
で
あ
る
。
「
自
分
は
友
達
の
家
へ
行
っ
た
。
妻

だ
け
麻
布
の
家
へ
行
っ
た
」
と
い
う
箇
所
か
ら
は
実
家
よ
り
も
友
人
の

ほ
う
が
大
事
に
な
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

上
述
の
よ
う
に
長
女
の
死
後
、
「
自
分
」
は
麻
布
の
家
族
よ
り
も
友

人
達
と
親
し
く
交
際
し
、
家
族
に
「
不
愉
快
」
を
感
じ
て
い
る
の
と
は

対
照
的
に
友
人
達
に
「
愉
快
」
を
感
じ
て
い
る
。
一
・
ニ

(
2
)

で
も

見
た
よ
う
に
、
父
と
の
日
頃
の
付
き
合
い
を
な
く
し
た
こ
と
に
比
し
て
、

友
人
と
の
親
密
さ
が
増
し
て
い
る
こ
と
が
際
立
つ
。
友
人
逹
と
の
付
き

合
い
は
彼
の
心
境
を
梢
極
的
に
変
化
さ
せ
、
長
女
の
死
に
よ
る
彼
の
生

活
上
の
「
淋
し
」
さ
を
紛
ら
わ
せ
る
。
ま
た
妻
が
次
女
を
懐
妊
し
た
後

の
「
自
分
」
の
心
境
に
働
き
か
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
友
人
達
と
の
関
わ
り
を
除
外
し
て
作
品
を
読
む
の
な

ら
、
「
自
分
」
が
調
和
的
に
な
る
ま
で
の
出
来
事
は
理
解
で
き
ず
、
た

だ
妾
が
次
女
を
懐
妊
し
た
こ
と
だ
け
で
「
自
分
」
が
調
和
的
に
な
っ
た

と
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
知
れ
な
い
。
友
人
と
の
関
わ
り
は
、
「
自

分
」
の
調
和
的
な
考
え
を
生
む
契
機
の
一
っ
と
し
て
見
逃
す
こ
と
は
出

来
な
い
で
あ
ろ
う
。

: 
『
或
る
親
子
』
と
の
関
わ
り

ニ
・
一
で
は
、
「
自
分
」
が
調
和
的
に
な
っ
て
行
く
過
程
に
関
わ
る

周
間
の
者
に
つ
い
て
考
え
た
。
に
「
自
分
」
を
調
和
的
な
気
分
に
導

く
契
機
の
一
っ
と
し
て
友
人
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
た
が
、
そ
の
過

程
で
は
も
う
―
つ
の
重
要
な
要
素
と
し
て
「
郵
便
局
員
」
の
文
章
を
加

に
し
た
作
品
『
或
る
親
子
』
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
和
解
』
の
第
九
章
で

あ
る
。
こ
の
時
期
に
『
或
る
親
子
』
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
は
何
か
重
要
な
意
味
が
あ
る
の
か
。
以
下
に
考
え
て
み
た
い
。

そ
の
時
期
に
、
「
自
分
」
は
「
創
作
に
筆
を
と
る
事
は
よ
さ
う
と
決

心
し
」
て
い
る
。
が
、
「
或
る
新
間
か
ら
十
枚
位
の
日
記
か
、
感
想
を

送
っ
て
呉
と
云
は
れ
た
。
自
分
は
「
或
る
親
子
」
と
云
ふ
題
を
つ
け
て

僅
か
二
枚
半
の
文
章
（
中
略
）
を
添
へ
て
送
っ
た
。
そ
れ
は
自
分
の
事
自

い
た
も
の
で
は
な
く
、
或
る
市
で
知
り
合
ひ
に
な
っ
た
其
所
の
郵
便
局

員
の
書
い
た
二
百
枚
近
い
長
い
物
か
ら
勝
手
に
自
分
で
抜
い
て
文
章
だ

け
少
し
直
し
た
も
の
だ
っ
た
」
（
九
）
。
こ
こ
で
郵
便
局
員
の
壽
い
た
「
ニ

枚
半
の
文
章
」
を
な
ぜ
「
或
る
親
子
」
と
題
し
た
か
と
い
う
疑
間
が
浮

か
ん
で
く
る
。
作
中
で
は
、
「
自
分
は
父
と
自
分
と
の
親
子
に
対
し
て

こ
れ
も
亦
或
る
親
子
の
つ
も
り
で
「
或
る
親
子
」
と
云
ふ
題
を
つ
け
た

の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
は
、
結
婚
の
事
で
前
後
四
度
父
と
不
和

を
起
こ
し
た
事
を
知
っ
て
ゐ
る
自
分
に
近
い
少
数
の
人
だ
け
に
し
か
解

ら
ぬ
事
と
は
知
っ
て
ゐ
た
」
（
九
）
と
「
或
る
親
子
」
と
題
す
る
理
由

を
明
確
に
述
べ
て
い
る

(15)

。
『
或
る
親
子
』
の
背
最
に
は
『
和
解
』
の

親
子
、
つ
ま
り
「
自
分
」
と
父
と
の
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
は
間
違
い

あ
る
ま
い
。
ま
た
志
賀
直
哉
は
、
同
名
の
作
品
を
大
正
六
年
に
発
表
(16)

し
て
お
り
、
こ
の
志
賀
直
哉
『
或
る
親
子
』
の
冒
頭
に
は
「
（
尾
の
道

で
知
れ
合
ひ
に
な
っ
た

F
の
い
た
物
の
一
節
）
」
と
い
う
文
章
が
付
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け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
先
の
引
用
に
見
ら
れ
る
「
或
る
市
で
知

り
合
ひ
に
な
っ
た
」
と
符
合
し
て
い
る
。
『
和
解
』
に
描
か
れ
て
い
る

『
或
る
親
子
』
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
、
大
正
六
年
に
発
表
さ

れ
た
『
或
る
親
子
』
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

「
お
母
さ
ん
忙
し
い
な
？
」
／
「
え
、
も
う
済
ん
だ
よ
」
／
「
さ

う
、
少
し
聴
い
て
貰
ひ
た
い
事
が
あ
る
ん
ぢ
や
が
…
・
:
」
私
は
又

恐
る
／
＼
、
立
上
が
っ
た
父
の
顔
を
見
上
げ
て
「
お
父
さ
ん
に
も

…
…
」
と
云
っ
た
。
／
父
は
黙
つ
て
元
の
所
へ
腰
を
下
ろ
し
た
。

そ
し
て
、
「
オ
イ
、
一
寸
来
い
」
と
母
を
呼
ん
だ
。
母
は
淵
れ
手

を
前
掛
で
拭
き
な
が
ら
出
て
来
た
。
／
「
実
は
俺
か
ら
こ
ん
な
事

を
云
ふ
の
は
何
か
を
か
し
い
か
知
れ
ん
け
え
ど
、
俺
も
思
う
て
届

る
事
を
何
時
ま
で
も
あ
ん
た
ら
に
黙
つ
て
居
る
事
も
出
来
ん
か
ら

お
二
人
に
聴
い
て
貰
は
う
と
思
ふ
。
あ
ん
ま
り
鉄
面
皮
に
間
こ
え

る
か
も
知
れ
ん
け
え
ど
、
悪
う
思
う
て
つ
か
あ
さ
ん
な
」
（
中
略
）

／
「
何
か
い
、
誰
か
貰
う
て
欲
し
い
と
云
ふ
ん
か
い
」
と
眼
を
瞑

っ
た
儘
言
葉
を
挟
ん
だ
。
／
「
え
え
、
さ
う
で
す
。

Y
さ
ん
を
貰

ひ
た
う
思
ひ
ま
す
」

以
上
の
よ
う
に
主
人
公
は
自
分
で
決
め
た
結
婚
相
手
を
両
親
に
許
し

て
も
ら
お
う
と
話
を
切
り
出
し
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
『
和
解
』
の
主

人
公
が
、
「
結
婚
が
父
と
の
不
和
の
最
近
の
原
因
」
（
三
）
だ
と
感
じ
て

い
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
。
し
か
し
、
『
和
解
』
の
主
人
公
の
結
婚

が
父
子
間
の
溝
を
決
定
的
な
も
の
と
す
る
一
因
に
な
る
の
と
比
し
て
、

『
或
る
親
子
』
の
場
合
は
、
「
あ
れ
な
ら
俺
も
決
し
て
悪
い
事
は
あ
る
ま

い
と
思
ふ
」
（
『
或
る
親
子
』
）
と
い
う
よ
う
に
父
と
の
対
立
ど
こ
ろ
か
合
意

の
方
向
へ
進
む
。

以
上
の
如
く
両
作
品
に
は
結
婚
と
い
う
同
じ
出
来
事
が
扱
わ
れ
て
い

て
も
結
果
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
こ
の
相
違
が
生
じ
る
の
は
や
は

り
両
作
品
の
主
人
公
に
父
と
の
接
し
方
の
違
い
が
あ
る
た
め
で
あ
ろ

う
。
『
或
る
親
子
』
の
主
人
公
は
『
和
解
』
の
主
人
公
と
違
っ
て
父
の

許
可
を
受
け
て
自
分
が
や
り
た
い
よ
う
に
す
る
。
『
和
解
』
の
場
合
は

主
人
公
が
父
に
あ
ま
り
関
わ
り
を
持
と
う
と
し
な
い
。
関
谷
一
郎
氏
が

「
両
者
が
直
接
対
峙
す
る
こ
と
が
少
な
く
、
双
方
が
伝
間
や
手
紙
を
通

し
て
相
手
の
意
向
を
知
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
不
和
へ
の
傾
斜
を

強
め
て
い
る
」

(17)

と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
両
者
の
接
触
の
少
な
さ
が
父

子
間
の
溝
を
決
定
的
な
も
の
と
す
る
。
『
或
る
親
子
』
の
場
合
は
主
人

公
と
父
と
の
間
に
交
流
が
あ
り
、
穏
や
か
に
自
分
の
事
情
を
述
べ
話
し

合
つ
。
そ
の
結
果
父
と
の
対
立
が
起
こ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
父
と

の
交
流
の
付
無
が
重
要
な
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

、。カ父
に
接
し
て
穏
や
か
に
自
分
の
事
惜
を
話
し
合
う
こ
と
で
『
或
る
親

子
』
の
主
人
公
は
父
と
対
立
せ
ず
、
結
婚
の
許
し
を
得
る
こ
と
が
出
来

る
。
他
方
『
和
解
』
に
お
い
て
は
、
「
一
昨
年
の
春
」
父
が
「
自
分
」

の
家
を
訪
間
し
た
時
「
自
分
」
が
父
と
会
う
の
を
拒
絶
し
、
後
に
、
そ

の
時
会
っ
て
い
た
ら
「
本
当
の
和
解
が
そ
の
時
に
来
」
て
い
た
か
も
知

れ
な
い
と
後
悔
す
る
（
第
三
章
）
。
こ
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
『
或

の
主
人
公
が
そ
の
父
に
会
っ
て
話
を
す
る
場
面
が
『
和
解
』
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の
第
九
章
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
『
或

る
親
子
』
の
主
人
公
が
「
交
換
手
」
と
の
「
結
婚
の
許
し
を
乞
」
う
た

め
に
直
接
両
親
に
話
す
の
に
対
し
て
、
『
和
解
』
の
「
自
分
」
は
祖
栂

を
自
由
に
訪
問
で
き
る
よ
う
に
父
の
家
へ
出
入
り
す
る
許
可
を
得
よ
う

と
父
に
直
接
話
す
こ
と
に
す
る
。
『
或
る
親
子
』
の
主
人
公
は
父
に
会

っ
て
「
今
迄
両
親
に
黙
つ
て
居
た
事
は
悪
か
っ
た
事
、
然
し
今
は
未
だ

年
も
若
い
し
、
給
料
も
少
な
い
か
ら
未
来
を
約
束
す
る
だ
け
で
い
い
ん

だ
と
云
」
う
。
『
和
解
』
の
「
自
分
」
は
「
こ
れ
ま
で
は
、
そ
れ
は
仕

方
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
お
父
さ
ん
に
は
随
分
お
気
の
毒
な
事
を

し
て
居
た
と
思
ひ
ま
す
。
在
る
事
で
は
私
は
悪
い
事
を
し
た
と
も
思
ひ

ま
す
」
(
+
三
）
と
い
っ
て
父
に
詫
び
る
。
こ
こ
は
、
両
者
の
話
し
方
に

類
似
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
た
だ
単
に
話
し
方
が
似
て
い
る
か
ら
と
い

っ
て
「
自
分
」
に
つ
い
て
の
描
き
方
が
『
或
る
親
子
』
か
ら
影
粋
を
受

け
た
と
は
い
え
ず
、
重
要
な
の
は
面
と
向
か
う
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か

で
あ
ろ
う
。
『
和
解
』
の
「
自
分
」
が
父
と
あ
ま
り
接
触
し
な
い
こ
と
が

父
子
間
の
溝
を
決
定
的
な
も
の
と
す
る
一
因
と
な
る
が
、
『
或
る
親
子
』

の
主
人
公
は
父
と
直
接
話
し
合
っ
て
自
分
の
希
望
す
る
結
婚
に
父
の
許

し
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。

他
者
の
書
き
も
の
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
結
婚
に
ま
つ
わ
る
場
面
を
二
枚
半

の
『
或
る
親
子
』
に
仕
立
て
た
の
は
、
『
和
解
』
の
父
子
関
係
に
も
『
或

る
親
子
』
に
描
か
れ
た
よ
う
な
親
子
関
係
が
あ
り
得
る
と
希
望
を
持
っ

た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
或
る
親
子
』

も
「
自
分
」
の
調
和
的
な
考
え
を
生
む
契
機
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
章
の
一
・
一
と
ニ
・
ニ
に
見
た
よ
う
に
、
他
者
や
他
者
の
文
章
は

「
自
分
」
に
変
化
を
も
た
ら
し
、
こ
の
変
化
が
つ
い
に
は
「
自
分
」
を

父
と
の
和
解
に
至
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
調
和
か
ら
和
解
ま
で
の
状
況

を
段
階
的
に
追
う
と
、
父
子
の
和
解
ま
で
の
過
程
は
「
自
分
」
の
調
和

的
な
「
気
分
」
か
ら
始
ま
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
調
和
的
に
な
っ
た

の
は
突
然
で
は
な
く
、
そ
の
前
の
段
階
で
「
自
分
」
に
働
き
か
け
て
き

た
様
々
な
要
素
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
で
あ
る
。
要
が
次
女
を
懐
妊
し
た

後
「
自
分
」
が
調
和
的
に
な
っ
た
と
い
う
要
素
だ
け
に
注
目
す
る
と
、

「
自
分
」
が
調
和
的
に
な
る
ま
で
の
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
を
過

小
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
以
上
に
見

て
き
た
よ
う
に
、
論
者
は
そ
れ
ら
を
見
落
と
す
こ
と
な
く
、
友
人
と
の

親
し
い
交
流
や
『
或
る
親
子
』
が
「
自
分
」
を
調
和
へ
と
導
い
た
契
機

で
あ
る
と
し
て
注
目
し
た
。

本
稿
で
は
『
和
解
』
に
お
け
る
父
子
の
確
執
の
状
況
に
目
を
配
り
な

が
ら
作
品
を
分
析
し
、
父
子
の
不
和
の
原
因
を
探
ろ
う
と
し
た
。
さ
ら

に
、
父
子
の
和
解
に
尽
力
す
る
も
の
と
し
て
周
囲
の
者
に
注
目
し
、
和

解
に
至
る
過
程
を
追
っ
た
。
論
考
の
対
象
を
、
父
と
の
確
執
の
場
面
に

見
ら
れ
る
「
自
分
」
の
態
度
と
、
家
族
の
ほ
か
に
友
人
と
の
関
わ
り
に

分
け
て
展
開
し
、
さ
ら
に
、
『
或
る
親
子
』
に
省
目
し
た
。

父
子
間
に
起
き
た
問
題
と
し
て
十
一
年
前
に
二
人
の
間
に
起
こ
っ
た

お
わ
り
に
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そ
も
そ
も
の
不
和
、
「
自
分
」
の
結
婚
、
そ
し
て
長
女
の
死
や
埋
葬
の

場
面
を
見
て
来
た
。
本
稿
一
で
論
じ
た
父
子
の
不
和
の
間
題
で
は
両
者

の
頑
固
さ
、
自
己
主
張
の
強
さ
が
要
因
と
な
っ
て
お
り
、
両
者
共
に
自

分
の
考
え
を
相
手
に
押
し
付
け
る
態
度
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
一
方
、
不

和
を
作
品
化
し
よ
う
と
い
う
「
自
分
」
の
創
作
活
動
は
失
敗
に
終
わ
る
。

こ
こ
に
も
や
は
り
「
自
分
」
の
自
己
主
張
が
関
わ
っ
て
い
る
。
「
自
分
」

が
調
和
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
来
る
の
は
妻
が
次
女

を
懐
妊
し
た
後
に
な
る
が
、
本
稿
二
で
見
た
よ
う
に
、
友
人
と
の
頻
繁

な
交
流
や
、
あ
る
「
郵
便
局
員
」
の
文
章
を
某
に
し
た
『
或
る
親
子
』

が
「
自
分
」
に
調
和
的
な
考
え
を
生
む
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
。

父
子
の
不
和
に
は
自
己
中
心
な
考
え
方
に
よ
る
自
我
の
主
張
が
見
ら

れ
る
の
に
対
し
、
和
解
へ
と
向
か
う
段
階
に
お
い
て
は
「
自
分
」
の
自

己
を
離
れ
て
他
者
へ
と
視
野
を
広
げ
る
様
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
父
と

の
調
和
へ
と
自
己
を
溝
い
た
と
考
え
る
。

注

(
1
)
『
和
解
』
に
つ
い
て
作
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
「
和
解
」
は
作
中

に
も
書
い
た
や
う
に
、
其
時
約
束
の
仕
事
を
し
て
ゐ
る
最
中
だ
っ
た
が
、

父
と
の
和
解
が
気
持
ち
よ
く
で
き
、
其
喜
び
と
冗
愈
で
、
和
解
の
方
を
材

料
に
し
て
一
ッ
気
に
曹
い
て
了
つ
た
。
毎
日
十
枚
平
均
で
半
月
間
に
書
き

上
げ
た
。
（
中
略
）
十
枚
平
均
十
五
日
と
い
ふ
の
は
私
に
と
つ
て
は
後
に

も
前
に
も
な
い
レ
コ
ー
ド
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
し
て
書
き
上
げ
た
時
、

武
者
に
見
せ
た
ら
、
讃
め
て
く
れ
た
。
私
は
自
分
は
諒
ま
ず
に
、
/
切
日

で
も
あ
っ
た
し
、
其
儘
雑
誌
社
へ
送
っ
た
。
か
う
い
ふ
事
も
私
で
は
例
外

な
事
だ
っ
た
」
（
『
続
創
作
余
談
』
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
六
巻
岩
波
古
店

一
九
九
九
年
）
。
こ
の
時
期
の
出
来
事
に
つ
い
て
日
記
の
記
述
を
確
認
す

る
と
、
大
正
ニ
ー
十
年
の
出
来
事
は
記
載
が
な
く
、
『
和
解
』
が
発
表
さ

れ
た
時
期
（
大
正
六
年
十
月
）
や
直
哉
の
実
生
活
に
お
け
る
父
子
の
和
解

（
同
年
八
月
三
十
日
）
の
実
際
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
詳
ら

か
で
な
い
（
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
十
二
巻
・
日
記
（
岩
波
書
店
一
九
九

九
年
）
に
は
明
治
四
三
＼
大
正
二
年
の
記
述
が
あ
り
、
十
三
巻
・
日
記
（
岩

波

書

店

二

0
0
0年
）
に
は
大
正
十
一
年
＼
昭
和
六
年
ま
で
の
日
記
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
）
。

(
2
)

『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
二
十
二
巻

(
3
)
作
中
で
は
、
父
と
の
そ
も
そ
も
の
不
和
は
十
一
年
前
に
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
作
者
の
実
生
活
に
お
け
る
父
と
の
最
初
の
対
立
は
十
八
歳
の

折
、
足
尾
銅
山
の
鉱
毒
間
題
で
世
論
が
沸
謄
し
た
時
、
直
哉
が
鉱
毒
地
視

察
を
計
画
し
て
父
に
強
く
反
対
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
（
『
日
本
近
代
文

学
名
作
事
典
』
日
本
近
代
文
学
館
編
日
本
近
代
文
学
館
ほ
る
ぷ
出
版

一
九
八
二
年
。
志
賀
直
哉
年
譜
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
二
十
二
巻
岩
波

四

店

二

0
0
一
年
）
ま
た
直
哉
は
二
十
四
歳
の
時
、
家
の
女
中
と
深
い

仲
と
な
り
、
結
婚
を
希
望
し
た
が
父
の
反
対
に
あ
う
。
こ
れ
は
「
さ
ら
に

対
立
を
激
し
く
し
て
い
た
と
こ
ろ
へ
の
新
た
な
し
こ
り
（
『
日
本
近
代
文

学
名
作
事
典
』
）
」
に
な
っ
た
と
い
う
本
文
の
記
述
に
沿
う
出
来
事
と
い
え

よ
う
。
や
が
て
、
直
哉
は
、
「
大
正
三
年
、
武
者
小
路
実
篤
の
従
妹
勘
解
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由
小
路
康
と
結
婚
し
た
。
父
の
認
め
な
い
結
婚
で
、
父
と
の
不
和
を
深
く

し
た
（
『
日
本
近
代
文
学
名
作
事
典
』
）
」
こ
う
し
た
作
者
自
身
の
現
実
は
、

『
和
解
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)

こ
こ
で
は
「
自
分
」
以
外
の
者
（
家
族
、
友
人
や
郵
便
局
員
等
）
を

指
す
。

(
5
)
広
藤
玲
子
「
志
賀
直
哉
論

mー
「
和
解
」
と
「
あ
る
男
、
其
姉
の
死
」

|
」
（
「
広
島
女
子
大
学
文
学
部
紀
吸
」
第
十
二
号
昭
和
五
十
．
一
年
三
月

広
島
女
子
大
学
）

(
6
)
関
谷
一
郎
「
「
和
解
」
私
読
」
（
「
文
学
」
岩
波
書
店
昭
和
六
十
二
年

五
月
）

(
7
)
池
内
輝
雄
『
志
賀
直
哉
の
領
域
』
（
有
精
堂
平
成
二
年
）

(
8
)
志
賀
直
哉
の
実
生
活
に
お
い
て
は
父
と
の
「
和
解
」
が
実
現
さ
れ
た

後
に
も
ま
だ
「
不
和
」
を
材
料
と
し
て
『
或
男
、
そ
の
姉
の
死
』
（
大
正

九
年
）
を
執
筆
し
た
と
い
う
事
実
か
ら
、
志
質
直
哉
に
は
不
和
の
実
質
的

な
内
容
は
ま
だ
死
滅
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

、。カ
(
9
)
作
品
世
界
で
大
正
六
年
八
月
頃
に
な
る
。

(IO)

「
要
と
の
結
婚
が
父
と
の
不
和
の
最
近
の
原
因
に
な
っ
て
ゐ
た
」
（
三
）

と
い
う
記
述
が
あ
る
。

(11)

父
子
間
の
和
解
が
実
現
し
た
直
後
の
父
の
発
言
「
あ
し
た
我
係
子
へ

行
っ
て
見
よ
う
」

(
+
-
1
)

を
見
る
と
、
父
が
「
自
分
」
と
の
関
係
が
良

く
な
っ
た
と
き
に
最
初
に
取
る
行
動
は
、
「
自
分
」
の
家
を
訪
ね
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
父
が
「
自
分
」
の
家
を
訪
間

し
な
い
の
は
確
か
に
「
自
分
」
つ
ま
り
息
子
と
の
関
係
が
良
く
な
い
た
め

で
あ
っ
た
。
父
が
一
番
上
の
妹
と
一
緒
に
「
自
分
」
の
家
を
訪
ね
た
の
は

や
は
り
息
子
と
の
関
係
を
「
和
ら
げ
」
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え

る。

(12)

長
女
の
埋
葬
は
士
葬
だ
っ
た
。
（
参
考
＂
『
和
解
』
七
章
、
『
母
の
死
と

新
し
い
母
』
四
章
）

(13)
『
続
創
作
余
談
』
（
全
集
六
巻
）
に
は
『
和
解
』
執
笙
に
関
し
て
「
当

時
武
者
が
我
係
子
の
隣
村
の
根
戸
と
い
ふ
所
に
住
ん
で
ゐ
て
、
毎
日
来
て
、

夕
方
ま
で
話
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
内
き
上
げ
た
時
、
武
者
に
見
せ
た
ら
、

讃
め
て
く
れ
た
。
」
（
傍
点
論
者
に
よ
る
、
以
下
も
同
様
）
と
い
う
志
賀
直

哉
の
言
及
が
あ
り
、
そ
れ
を
『
和
解
』
の
「

M
が
砕
れ
近
く
か
ら
隣
村
に

住
む
や
う
に
な
っ
て
」
と
比
べ
て
考
え
る
と
、
友
人
M
は
武
者
（
武
者
小

路
実
篤
）
に
他
な
ら
な
い
。
志
賀
直
哉
に
お
け
る
武
者
の
存
在
は
、
彼
が

要
の
従
兄
（
『
日
本
近
代
文
学
名
作
事
典
』
一
九
八
二
年
）
で
あ
っ
た
こ

と
や
自
分
の
執
筆
に
彼
の
力
を
借
り
る
（
参
考
＂
『
続
創
作
余
談
』
）
こ
と

が
あ
っ
た
点
が
他
の
友
人
た
ち
と
異
な
る
。

(14)
家
族
と
し
て
は
、
要
・
赤
児
や
父
は
も
ち
ろ
ん
、
母
（
義
母
と
実
骨
）

や
祖
母
・
祖
父
、
妹
逹
ま
で
様
々
な
人
物
が
登
場
す
る
。
が
、
中
で
も
義

拇
と
祖
僻
は
父
子
関
係
に
多
く
関
わ
っ
て
い
る
。

(15)

志
賀
直
哉
の
日
記
（
大
正
二
年
六
月
六
日
、
ヒ
日
、
十
八
日
、
二
十

三
日
、
二
十
五
日
）
に
も
あ
る
よ
う
に
、
父
が
自
身
で
息
子
の
結
婚
を
決

め
る
と
い
う
怖
い
意
志
の
せ
い
で
自
分
が
決
め
る
結
婚
の
話
は
何
回
も
っ

ぶ
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
直
哉
が
実
際
に
結
婚
し
た
際
に
父
の
反
対
に
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あ
っ
た
こ
と
が
、
作
者
自
身
の
心
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

(16)
『
読
売
新
間
』
大
正
六
年
八
月
在
日
朝
刊
七
面

(17)
関
谷
一
郎
「
「
和
解
」
私
説
」

【
付
記
】
志
賀
直
哉
作
品
の
引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集
』
（
岩
波
囲
店
一
九

九
八
＼
二

0
0
二
年
）
に
拠
る
。
傍
線
は
総
て
論
者
の
付
し
た
も
の
で
あ

る
。
改
行
部
分
は
／
で
示
し
た
。
ま
た
、
旧
字
は
適
宜
新
字
に
改
め
、
ル

ビ
は
省
略
し
た
。

（
モ
ハ
ッ
マ
ド
・
モ
イ
ン
ウ
ッ
デ
ィ
ン
／
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

-28 -


