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好

川

佐

苗

は
じ
め
に

 
『
そ
れ
か
ら
』
(
「
東
京
・
大
阪
両
「
朝
日
新
聞
」
明
4
2
・
6
～
1
0
)
と

い
う
、
順
次
継
起
す
る
線
条
的
な
時
間
軸
に
打
ち
込
ま
れ
た
あ
る
懊
1
1
〈
そ

れ
〉
と
い
う
出
来
事
以
後
を
意
味
す
る
タ
イ
ト
ル
を
冠
し
た
こ
の
物
語
は
、

そ
の
懊
に
よ
っ
て
半
ば
強
制
的
に
以
前
と
以
後
を
腋
分
け
し
、
主
体
を
歴
史

化
し
よ
う
と
す
る
意
志
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
物
語
に

用
い
ら
れ
た
「
そ
れ
か
ら
」
と
い
う
語
の
う
ち
、
作
者
に
よ
っ
て
意
識
的
に

使
用
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
二
種
の
用
例
が
、
こ
と
ご
と
く
主
人
公
代
助
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〈
変
容
〉
の
契
機
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
、
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
代
助
が
三
千
代
を
平
岡
に
譲
り
渡
し
た
三
年
前
を
指
示
す
る
「
そ

れ
か
ら
、
以
後
ど
う
だ
い
」
(
二
)
「
そ
れ
か
ら
以
後
、
宅
の
も
の
か
ら
何
遍

結
婚
を
進
め
ら
れ
た
か
分
り
ま
せ
ん
」
(
十
四
)
と
い
っ
た
用
例
に
表
れ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ

一
度
目
の
、
そ
し
て
三
千
代
へ
の
愛
の
告
白
時
を
指
す
「
何
故
夫
か
ら
入
ら

つ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
の
」
(
十
五
)
「
そ
れ
か
ら
以
後
の
事
情
を
打
ち
明
け
る
」

(
十
六
)
に
示
さ
れ
た
二
度
目
の
〈
そ
れ
〉
。
こ
れ
ら
は
、
と
も
に
代
助
を

変
容
す
る
主
体
と
し
て
、
つ
ま
り
歴
史
を
も
っ
た
主
体
と
し
て
編
成
し
、
語

る
こ
乏
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
〈
そ

れ
〉
と
い
う
出
来
事
に
よ
っ
て
、
代
助
が
変
容
し
、
彼
が
時
間
軸
の
上
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
主
体
と
し
て
歴
史
化
さ
れ
る
過
程
を
描
い
た
の
が
『
そ
れ
か

ら
』
と
い
う
小
説
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
、
こ
う
し
た
主
体
の
歴

史
記
述
が
表
象
す
る
も
の
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
可
能
と
な
っ

た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

 
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
代
助
と
い
う
「
旧
時
代
を
乗
り
.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ま

越
え
た
」
(
一
)
「
新
し
い
男
」
が
も
つ
時
代
の
「
典
型
」
と
し
て
の
力
、
つ

ま
り
代
助
と
い
う
個
人
の
歴
史
と
近
代
日
本
社
会
の
歴
史
と
の
対
応
関
係
、

そ
の
象
徴
と
し
て
の
機
能
を
検
討
し
、
そ
の
効
力
と
限
界
を
問
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
ま
ず
、
と
も
す
れ
ば
「
文
明
批
判

に
よ
っ
て
自
ら
の
不
安
を
隠
蔽
し
て
い
こ
う
と
す
る
生
活
態
度
」
は
「
上
馬

 
 的

」
だ
と
指
弾
さ
れ
る
、
代
助
の
形
象
を
〈
新
し
さ
〉
と
い
う
指
標
に
お
い
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て
再
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
本
論
文
で
は
、
そ
の
〈
新
し
さ
〉
が

常
に
西
洋
近
代
を
参
照
項
と
し
、
そ
れ
か
ら
の
「
進
化
」
1
1
「
退
化
」
(
二
)

と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
代
助
の
形
象
と
「
日
本
の
社

会
」
(
六
)
の
表
象
と
の
連
関
を
問
い
直
し
、
そ
の
限
界
と
可
能
性
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

一、

謌
黷
ﾌ
〈
変
容
＞
1
〈
父
の
論
理
〉
の
差
異
化

 
代
助
の
形
象
を
検
討
す
る
際
に
ま
ず
重
要
な
の
は
、
物
語
時
間
内
に
現
れ

る
代
助
と
は
、
既
に
一
度
〈
変
容
〉
を
遂
げ
て
き
た
人
物
で
あ
る
と
い
う
事

実
で
あ
る
。
「
代
助
は
此
頃
の
自
己
を
解
剖
す
る
た
び
、
五
六
年
前
の
自
己

と
丸
で
違
っ
て
み
る
の
に
驚
か
ず
に
ゐ
ら
れ
な
い
」
(
四
)
「
三
四
年
前
の
自

分
に
な
っ
て
、
今
の
自
分
を
批
判
し
て
見
れ
ば
、
自
分
は
、
堕
落
し
て
み
る

か
も
知
れ
な
い
」
(
六
)
な
ど
、
代
助
が
自
己
の
〈
変
容
〉
を
語
る
言
説
は

作
品
内
に
頻
出
し
、
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
過
去
の
自
分
を
否

定
的
に
捉
え
、
そ
れ
と
の
差
異
に
よ
っ
て
、
現
在
の
自
己
を
肯
定
し
よ
う
と

す
る
彼
の
心
性
を
表
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
過
去
の
否
定
と
は
、
な
に
よ
り

も
ま
ず
、
 
〈
父
の
論
理
〉
の
否
定
を
示
唆
し
た
も
の
と
言
え
る
。

 
「
さ
う
人
間
は
自
分
丈
を
考
へ
る
べ
き
で
は
な
い
。
世
の
中
も
あ
る
。
国

家
も
あ
る
。
少
し
は
人
の
為
に
何
か
し
な
く
っ
て
は
心
持
の
わ
る
い
も
の
だ
」

(
三
)
と
は
、
「
世
の
中
」
「
国
家
」
の
た
め
に
有
用
た
れ
と
す
る
明
治
第
一

世
代
の
倫
理
観
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
が
、
そ
ん
な
〈
父
の
論
理
〉
の
核
心
に

あ
る
の
は
、
「
先
代
の
旧
藩
主
に
書
い
て
貰
っ
た
、
長
者
天
仁
道
也
と
云
ふ

額
」
(
三
)
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
天
」
と
い
う
超
越
性
に
支
え
ら

れ
た
「
誠
」
、
即
ち
武
士
的
・
前
近
代
的
な
道
徳
規
範
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
父
の
語
る
侍
の
「
胆
力
」
(
三
)
「
熱
誠
」
(
六
)
の
物
語
は
、
佐

藤
泉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
「
ひ
と
つ
の
大
き
な
歴
史
1
1
物
語
の
な
か
に
統
一

さ
れ
、
意
味
を
保
証
さ
れ
」
て
お
り
、
「
真
実
と
正
義
の
価
値
」
を
分
け
与

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
父
の
主
体
は
断
片
的
な
個
々
の
行

為
を
意
味
づ
け
、
統
合
す
る
「
大
き
な
歴
史
1
1
物
語
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ

て
い
る
が
、
一
方
、
そ
の
後
に
「
人
の
道
に
あ
ら
ず
」
(
同
)
と
付
け
加
え

た
い
と
講
刺
す
る
代
助
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
近
代
化
と
い
う
歴
史
的
な
転
換

に
お
い
て
既
に
効
力
を
失
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

そ
の
よ
う
な
武
士
的
・
前
近
代
的
な
主
体
を
、
近
代
化
し
資
本
主
義
化
し
た

社
会
で
保
持
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
と
し
て
生
き
る
か
、
自

己
の
破
滅
に
至
る
の
が
必
然
で
あ
ろ
う
。

 
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
観
念
の
上
で
前
近
代
的
な
倫
理
を
保
持
し
な
が

ら
も
実
業
家
と
し
て
成
功
し
た
父
・
長
井
得
は
、
そ
う
し
た
矛
盾
に
無
自
覚

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
代
助
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
ざ
る

を
得
な
い
。
「
今
利
他
本
位
で
や
っ
て
る
か
と
思
ふ
と
、
何
時
の
間
に
か
利

己
本
位
に
変
っ
て
み
る
」
(
三
)
「
父
は
実
際
に
於
て
年
々
生
活
慾
の
為
に
腐

蝕
さ
れ
つ
＼
今
日
に
至
っ
た
。
だ
か
ら
昔
の
自
分
と
、
今
の
自
分
に
は
、
大

い
な
相
違
の
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
そ
れ
を
父
は
自
認
し
て
み
な
か
っ
た
」

(
九
)
。
そ
の
た
め
「
代
助
は
父
に
対
す
る
毎
に
、
父
は
自
己
を
隠
蔽
す
る
偽
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君
子
か
、
も
し
く
は
分
別
の
足
ら
な
い
愚
物
か
、
何
方
か
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
(
同
)
と
裁
断
し
、
自
分
自
身
は
「
道
徳
の
出
立
点
は
社
会
的
事
実

よ
り
外
に
な
い
と
信
じ
」
(
同
)
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
旧
世
代
の
矛
盾
と
当

言
を
相
対
化
し
、
そ
れ
と
の
差
異
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
く
新
し

さ
〉
・
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
析
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
そ
ん
な
代
助
に
も
実
は
、
 
〈
父
の
論
理
〉
を
受
け
入
れ
、
自
己

の
指
針
と
し
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
自
己

「
犠
牲
」
(
二
)
「
自
己
の
道
念
」
(
六
)
と
い
っ
た
言
葉
に
心
酔
し
、
三
千
代

を
平
岡
に
「
周
旋
」
(
十
六
)
し
て
結
婚
を
取
り
ま
と
め
た
代
助
が
、
旅
立

つ
平
岡
の
「
得
意
の
色
」
を
見
て
「
急
に
此
友
達
を
憎
ら
し
く
思
っ
た
」

(
二
)
事
実
は
、
武
士
的
絆
に
結
ば
れ
た
二
人
の
友
愛
関
係
の
終
焉
で
あ
る

と
と
も
に
、
そ
の
大
き
な
物
語
に
対
す
る
幻
滅
、
「
金
」
に
見
え
た
〈
父
の

論
理
〉
の
「
渡
金
」
が
は
が
れ
る
(
六
)
契
機
と
な
り
、
代
助
の
第
一
の
変

容
一
「
代
助
の
頭
も
胸
も
段
々
組
織
が
変
っ
て
来
る
様
に
感
ぜ
ら
れ
た
」

(
二
)
i
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

二
、
代
助
の
〈
新
し
さ
＞
1
「
進
化
」
と
「
退
化
」

 
こ
の
よ
う
に
、
代
助
の
遂
げ
た
第
一
の
変
容
は
、
ま
ず
父
と
い
う
旧
世
代

の
規
範
か
ら
の
離
脱
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
代
助

の
在
り
方
の
〈
新
し
さ
〉
は
、
「
御
白
粉
さ
へ
付
け
か
ね
ぬ
程
」
に
自
己
の

「
肉
体
に
誇
を
置
く
人
」
、
「
人
か
ら
御
洒
落
と
云
は
れ
て
も
、
何
の
苦
痛
も

感
じ
得
な
い
」
程
に
「
旧
時
代
の
日
本
を
乗
り
超
え
て
み
る
」
(
一
)
と
語

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
身
体
性
を
軽
視
し
、
精
神
性
の
み
を
重
ん
じ
る
旧
世

代
の
価
値
観
か
ら
の
解
放
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
身
体

性
の
重
視
の
一
方
で
「
自
分
の
神
経
は
、
自
分
に
特
有
な
る
細
緻
な
思
索
力

と
、
鋭
敏
な
感
応
性
に
対
し
て
払
ふ
租
税
で
あ
る
」
(
同
)
「
天
爵
的
に
貴
族

と
な
っ
た
報
に
受
る
不
文
の
刑
罰
で
あ
る
」
(
同
)
と
い
っ
た
、
自
己
の
神

経
過
敏
を
特
権
化
す
る
言
説
が
数
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
そ
の
神
経

過
敏
の
現
代
性
が
、
代
助
の
〈
新
し
さ
〉
の
表
象
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

二
十
世
紀
の
日
本
に
生
息
す
る
彼
は
、
三
十
に
な
る
か
、
な
ら
な
い
の
に

 
 
ニ
ル
 
 
 
ア
ド
ミ
ラ
リ

既
に
邑
巴
巨
冨
ユ
の
域
に
達
し
て
仕
舞
つ
た
。
彼
の
思
想
は
、
人
間

の
暗
黒
面
に
出
逢
っ
て
喫
驚
す
る
ほ
ど
の
山
出
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
神

経
は
斯
様
に
陳
腐
な
秘
密
を
嗅
い
で
嬉
し
が
る
様
に
退
屈
を
感
じ
て
は
み

な
か
っ
た
。
否
、
是
よ
り
幾
倍
か
快
い
刺
激
で
さ
へ
、
感
受
す
る
を
甘
ん

ぜ
ざ
る
位
、
一
面
か
ら
云
へ
ば
、
困
慧
し
て
み
た
。
/
代
助
は
平
岡
の
そ

れ
と
は
殆
ん
ど
縁
故
の
な
い
自
家
特
有
の
世
界
の
中
で
、
も
う
是
程
に
進

化
進
化
の
裏
側
を
見
る
と
、
何
時
で
も
退
化
で
あ
る
の
は
、
古
今
を

通
じ
て
悲
し
む
べ
き
現
象
だ
が
 
 
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
(
二
)

 
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
代
助
の
〈
新
し
さ
〉
が
、
語
り
手

に
よ
っ
て
、
「
進
化
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
退
化
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
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こ
と
で
あ
る
。
文
明
の
「
進
化
」
に
よ
っ
て
齎
さ
れ
た
鋭
敏
な
神
経
は
、
鋭

敏
で
あ
る
が
ゆ
え
に
困
坐
し
、
衰
弱
す
る
。
即
ち
「
退
化
」
す
る
こ
と
を
余

儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
代
助
は
「
進
化
」
す
る

こ
と
が
「
退
化
」
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
た
人
間

な
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
な
代
助
の
「
退
化
」
の
表
象
に
つ
い
て
は
、
夙
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
近
代
文
明
社
会
に
お
け
る
進
化
論
的
な
不
適
合
者
(
狂
人
、

犯
罪
者
、
病
人
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
者
、
頽
廃
的
芸
術
家
…
)
の
増
加
を
憂

慮
し
、
人
間
の
種
と
し
て
の
「
退
化
」
を
警
告
す
る
十
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
社
会
ダ
ー
ウ
ィ
ニ
ズ
ム
、
殊
に
M
・
ノ
ル
ダ
ウ
の
『
退
化

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 

論
』
(
一
八
九
二
年
)
の
影
響
が
窺
え
る
。
本
家
の
欄
間
に
北
欧
神
話
の
女

神
ヴ
ァ
ル
キ
ュ
ー
レ
を
雲
に
見
立
て
た
装
飾
画
を
描
か
せ
、
の
み
な
ら
ず
、

気
に
入
ら
な
い
部
分
を
頭
の
中
で
塗
り
替
え
て
悦
惚
と
す
る
(
三
)
代
助
が
、

「
退
化
」
の
表
徴
と
さ
れ
た
ラ
フ
ァ
エ
ル
前
派
や
象
徴
主
義
と
い
っ
た
世
紀

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア

末
芸
術
の
美
学
に
殉
じ
る
「
耽
美
主
義
者
」
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の

は
、
そ
う
し
た
「
退
化
」
を
恐
怖
す
る
「
進
化
」
し
た
文
明
社
会
1
1
世
代
社

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
ン
チ

会
に
対
す
る
批
判
・
「
反
」
と
し
て
の
価
値
を
付
与
さ
れ
て
い
る
が
た
め
で

あ
ろ
う
。
世
紀
末
の
デ
カ
ダ
ン
ス
芸
術
の
作
家
た
ち
が
、
当
時
の
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
道
徳
及
び
そ
の
秩
序
感
覚
、
あ
る
い
は
近
代
合
理
主
義
へ
の
反
抗
を
標
榜

し
た
よ
う
に
、
代
助
も
ま
た
、
日
露
戦
争
後
の
不
景
気
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら

「
敗
亡
の
発
展
」
(
六
)
を
続
け
る
日
本
の
社
会
を
嫌
悪
し
、
そ
こ
か
ら
自
己

を
隔
離
し
た
上
で
文
明
批
判
を
行
い
、
美
に
耽
溺
す
る
生
活
を
送
る
。
し
か

し
そ
れ
は
、
「
反
近
代
」
的
感
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
を
保
持
す
る
こ
と

に
は
寄
与
し
て
も
、
そ
れ
が
「
近
代
」
と
い
う
構
図
を
前
提
と
し
た
「
反
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
対
象
を
真
に
越
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ

れ
を
「
現
状
維
持
」
(
十
五
)
に
お
い
て
追
認
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。

「
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
に
依
存
し
て
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
影
の
下
に
そ
の
放
浪
洋
風
の
画
家
生
活
を
送
っ
て
い
る
」
と
も
指
摘
さ
れ

る
世
紀
末
の
芸
術
家
た
ち
と
同
じ
限
界
を
、
代
助
も
ま
た
持
た
ざ
る
を
得
な

い
。

 
さ
ら
に
、
日
本
社
会
に
お
い
て
人
間
と
し
て
の
「
退
化
」
が
む
し
ろ
「
進

化
」
1
1
〈
新
し
さ
〉
の
表
徴
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
は
、

い
ま
少
し
吟
味
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
『
神
経
衰
弱
』
と
い
う

病
」
が
「
反
転
し
て
特
権
的
な
『
感
性
』
装
置
に
ま
で
高
め
ら
れ
て
い
る
点

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、
代
助
の
特
異
性
を
認
め
る
」
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
日
本

的
近
代
の
特
異
性
1
1
ね
じ
れ
を
も
表
象
す
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

西
洋
近
代
的
「
退
化
」
の
徴
候
が
、
日
本
社
会
の
文
脈
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、

よ
り
進
ん
だ
〈
新
し
さ
〉
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

芥
川
龍
之
介
の
回
想
(
「
新
潮
」
大
1
0
・
2
)
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
代
助

の
生
き
方
に
憧
れ
、
代
助
を
模
倣
し
よ
う
と
し
た
青
年
が
少
な
く
な
か
っ
た

と
い
う
事
実
に
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
退
化
」
1
1
「
進
化
」
の

 
 
 
 
 
プ
レ
モ
ダ
ン
 
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

ニ
重
性
は
、
近
代
以
前
と
近
代
以
後
と
が
奇
妙
に
一
致
し
て
し
ま
う
近
代
日

本
の
社
会
的
・
文
化
的
土
壌
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

 
と
も
あ
れ
、
こ
の
代
助
の
「
進
化
」
(
未
来
へ
の
進
行
)
が
「
退
化
」
(
過
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『
そ
れ
か
ら
』
1
〈
進
化
〉
と
く
退
化
〉
の
物
語
1

去
へ
の
退
行
)
で
も
あ
る
、
と
い
う
二
重
性
は
、
ま
さ
に
こ
の
小
説
を
貫
く

命
題
と
し
て
、
代
助
の
〈
新
し
さ
〉
を
示
す
彼
の
生
の
様
式
に
お
い
て
看
取

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
結
婚
問
題
に
つ
い
て
父
に
問
い
糺
さ
れ
る
次
の
場
面

に
は
、
そ
の
〈
新
し
さ
〉
の
性
質
が
明
瞭
に
現
れ
て
い
る
。

代
助
は
固
よ
り
呼
び
出
さ
れ
る
迄
何
も
考
へ
ず
に
る
る
気
で
あ
っ
た
。
呼

び
出
さ
れ
た
ら
、
父
の
顔
色
と
相
談
の
上
、
又
何
と
か
即
席
に
返
事
を
椿

ら
え
る
心
組
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
あ
ら
ゆ
る
返
事
は
、
斯
う
云
ふ
具
合

に
、
相
手
と
自
分
を
商
量
し
て
、
臨
機
に
湧
い
て
来
る
の
が
本
当
だ
と
思

っ
て
み
た
。
(
十
四
)

 
こ
の
よ
う
に
、
代
助
の
生
の
様
式
と
は
、
彼
自
身
の
理
念
や
倫
理
に
基
づ

い
て
物
事
を
決
断
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
お
け
る
相
手
と
の
関
係
性

に
お
い
て
「
即
席
」
「
臨
機
」
に
自
己
を
作
り
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
過
去
」
の
経
緯
や
「
未
来
」
へ
の
憂
慮
は
全
く
顧
慮
さ
れ
ず
、

た
だ
「
現
在
」
の
み
が
代
助
を
起
動
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
純
粋
な
「
現
在
」

に
自
己
を
賭
け
る
生
と
は
、
確
か
に
、
自
己
の
個
々
の
行
為
を
統
合
し
、
意

味
付
け
、
保
証
す
る
超
越
的
な
規
範
を
持
た
な
い
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
な
「
瞬
間

 
 
 
 
 
 
む

性
の
哲
学
1
1
美
学
」
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
彼
の

所
謂
〈
無
目
的
行
為
論
〉
に
お
い
て
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

彼
の
考
に
よ
る
と
、
人
間
は
あ
る
目
的
を
以
て
、
生
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
之
と
反
対
に
、
生
れ
た
人
間
に
、
始
め
て
あ
る
目
的
が
出
来
て
来

る
の
で
あ
っ
た
。
最
初
か
ら
客
観
的
に
あ
る
目
的
を
搏
ら
へ
て
、
そ
れ
を

人
間
に
附
着
す
る
の
は
、
其
人
間
の
自
由
な
活
動
を
、
既
に
生
れ
る
時
に

奪
っ
た
と
同
じ
事
に
な
る
。
人
間
の
目
的
は
、
生
れ
た
本
人
が
、
本
人
自

身
に
作
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
中
略
)
此
根
本
義
か
ら
出

立
し
た
代
助
は
、
自
己
本
来
の
活
動
を
、
自
己
本
来
の
目
的
と
し
て
み
た
。

歩
き
た
い
か
ら
歩
く
。
す
る
と
歩
く
の
が
目
的
に
な
る
。
(
中
略
)
こ
れ

を
煎
じ
詰
め
る
と
、
彼
は
普
通
に
所
謂
無
目
的
な
行
為
を
目
的
と
し
て
活

動
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
他
を
偽
ら
ざ
る
点
に
於
て
そ
れ
を

尤
も
道
徳
的
な
も
の
と
心
得
て
み
た
。
(
十
一
)

 
こ
の
よ
う
な
、
「
目
的
」
と
い
う
自
己
を
統
制
す
る
参
照
点
を
無
前
提
的

に
持
つ
こ
と
を
拒
否
し
、
あ
く
ま
で
も
自
己
の
行
為
そ
れ
自
体
を
目
的
化
す

る
と
い
う
代
助
の
倫
理
は
、
彼
の
生
を
一
つ
に
統
合
し
秩
序
づ
け
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
断
片
的
か
つ
現
在
的
な
も
の
に
す
る
。
そ
れ
は
、
「
誠
」
と

い
う
倫
理
に
よ
っ
て
全
て
を
意
味
付
け
る
父
1
1
旧
世
代
を
、
あ
る
意
味
乗
り

越
え
た
〈
新
し
さ
〉
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
。

 
し
か
し
、
樋
野
憲
子
が
こ
う
し
た
代
助
の
生
を
「
即
物
的
、
即
自
的
事
実
、

自
己
の
生
理
的
不
快
の
み
を
認
識
と
行
為
の
価
値
基
準
に
し
て
い
」
る
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ

と
し
、
「
新
た
に
拠
る
べ
き
理
想
を
見
失
っ
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
る
よ

う
に
、
そ
れ
は
一
面
に
お
い
て
人
間
と
し
て
の
深
み
(
過
去
一
現
在
-
未
来

の
時
間
軸
を
生
き
る
こ
と
)
を
失
っ
て
い
る
事
態
、
即
ち
「
退
化
」
で
あ
る

一54一



と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
「
進
化
」
1
1
「
退
化
」
と
い
う
二

重
性
を
担
っ
た
人
物
と
し
て
の
代
助
が
確
認
で
き
よ
う
。

 
即
物
的
人
間
へ
の
「
退
化
」
が
、
同
時
に
「
理
想
」
と
い
う
規
範
を
持
た

な
い
生
き
方
の
〈
新
し
さ
〉
を
も
示
唆
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
の
事
態
。
こ

う
し
た
代
助
の
「
進
化
」
と
「
退
化
」
が
、
日
本
の
近
代
化
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー

と
し
て
機
能
し
、
か
つ
、
そ
の
内
実
を
象
徴
し
た
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い

る
の
は
重
要
で
あ
る
。
代
助
は
「
人
と
人
と
の
間
に
信
仰
が
な
い
心
因
か
ら

起
こ
る
」
「
現
代
の
日
本
に
特
有
な
る
一
種
の
不
安
に
襲
は
れ
出
」
(
十
)
す

が
、
そ
れ
は
近
代
日
本
に
起
こ
っ
た
共
同
体
の
破
壊
、
個
人
の
分
断
、
と
い
っ

た
事
態
を
正
確
に
反
照
し
て
い
る
。

現
代
の
社
会
は
孤
立
し
た
人
間
の
集
合
体
に
過
な
か
っ
た
。
大
地
は
自
然

に
続
い
て
み
る
け
れ
ど
も
、
其
上
に
家
を
建
て
た
ら
、
忽
ち
切
れ
一
に

な
っ
て
仕
舞
つ
た
。
家
の
中
に
み
る
人
間
も
亦
切
れ
切
れ
に
な
っ
て
仕
舞

つ
た
。
文
明
は
我
等
を
し
て
孤
立
せ
し
む
る
も
の
だ
と
、
代
助
は
解
釈
し

た
。
(
八
)

 
こ
の
よ
う
な
、
か
つ
て
の
父
の
世
界
1
1
近
代
以
前
の
社
会
に
お
い
て
は
起

こ
り
得
な
か
っ
た
、
個
人
の
孤
立
に
よ
っ
て
生
じ
る
不
安
が
、
代
助
の
〈
新

し
さ
〉
の
代
償
と
し
て
、
あ
た
か
も
彼
の
恐
れ
る
「
地
震
」
(
八
)
の
よ
う

に
、
彼
を
根
底
で
揺
さ
ぶ
る
。
そ
れ
は
、
「
今
の
様
な
ら
僕
は
寧
ろ
自
分
丈

に
な
っ
て
み
る
」
(
六
)
と
い
う
代
助
の
言
葉
が
指
し
示
す
よ
う
に
、
分
断

さ
れ
、
断
片
化
さ
れ
た
個
人
の
、
自
己
へ
の
立
て
こ
も
り
に
ま
で
「
進
化
」
1
1

「
退
化
」
し
て
お
り
、
彼
は
自
己
以
外
の
規
範
、
自
己
を
意
味
付
け
る
真
理

の
源
泉
を
持
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
と
の
関
係
に
閉
じ
こ
も
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
、
其
所
に
胡
坐
を
か
い
た
儘
、
 
然
と
、
自
分
の
足
を
見
詰
め

て
み
た
。
す
る
と
其
足
が
変
に
な
り
始
め
た
。
ど
う
も
自
分
の
胴
か
ら
生

え
て
み
る
ん
で
な
く
て
、
自
分
と
は
全
く
無
関
係
の
も
の
が
、
其
所
に
無

作
法
に
横
は
つ
て
み
る
様
に
思
は
れ
て
来
た
。
さ
う
な
る
と
、
今
迄
は
気

が
付
か
な
か
っ
た
が
、
実
に
見
る
に
堪
え
な
い
程
醜
い
も
の
で
あ
る
。
毛

が
不
揃
に
延
び
て
、
青
い
筋
が
所
々
に
蔓
っ
て
、
如
何
に
も
不
思
護
な
動

物
で
あ
る
。
(
七
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
モ
 
 
ノ

 
自
己
の
身
体
へ
の
親
和
性
・
現
実
感
が
剥
が
れ
落
ち
、
た
だ
の
物
体
と
化

し
て
し
ま
う
こ
の
奇
妙
な
感
覚
。
こ
こ
で
代
助
は
意
識
1
1
「
見
る
自
己
」
と

身
体
1
1
「
見
ら
れ
る
自
己
」
と
に
分
裂
し
、
両
者
を
統
合
す
る
〈
主
体
〉
と

し
て
の
自
己
の
ま
と
ま
り
、
同
一
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
超
越
的
な
規
範
を
失
い
、
個
々
の
行
為
を
統
合
し
意

味
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
、
自
己
へ
の
立
て
こ
も
り
が
も
た
ら
す

病
の
一
つ
の
表
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

 
以
上
の
よ
う
に
、
代
助
の
〈
新
し
さ
〉
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
見
る
な
ら

ば
、
近
代
化
に
伴
う
東
京
と
い
う
都
市
の
膨
張
に
よ
っ
て
増
殖
し
た
粗
悪
な
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『
そ
れ
か
ら
』
1
〈
進
化
〉
と
く
退
化
〉
の
物
語
1

住
宅
を
「
敗
亡
の
発
展
」
と
名
づ
け
、
「
こ
れ
を
目
下
の
日
本
を
代
表
す
る

 
 
 
シ
ン
ボ
ル

最
好
の
象
徴
と
し
た
」
(
六
)
代
助
自
身
が
、
「
敗
亡
の
発
展
」
な
ら
ぬ
、
近

代
化
の
陰
画
と
し
て
の
「
退
化
」
と
「
進
化
」
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
代
助
の
〈
恋
愛
〉
と
い
う
事
態
も
、
こ
の
よ
う

な
代
助
の
人
物
形
象
に
仮
託
さ
れ
た
二
重
性
に
お
い
て
理
解
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
 
〈
恋
愛
〉
と
い
う
き
わ
め
て
近
代
的
な
振
る
舞

い
を
、
代
助
が
あ
え
て
選
び
取
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
「
進
化
」
で
あ
る

と
同
時
に
「
退
化
」
で
あ
る
と
い
う
二
重
性
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
と
考
へ
た
。
あ
ら
ゆ
る
美
の
種
類
に
接
触
し
て
、
其
た
び
毎
に
、

甲
か
ら
乙
に
気
を
移
し
、
乙
か
ら
丙
に
心
を
動
か
さ
ぬ
も
の
は
、
感
受
性

に
乏
し
い
無
鑑
賞
家
で
あ
る
と
断
定
し
た
。
(
中
略
)
代
助
は
、
感
受
性

の
尤
も
発
達
し
た
、
又
接
触
点
の
尤
も
自
由
な
、
都
会
人
士
の
代
表
と
し

 
 
げ
い
し
ゃ

て
、
芸
妓
を
撰
ん
だ
。
彼
等
の
あ
る
も
の
は
、
生
涯
に
情
婦
を
何
人
取
り

替
え
る
か
分
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
普
通
の
都
会
人
は
、
よ
り
少
な
き
程

度
に
於
て
、
み
ん
な
芸
妓
で
は
な
い
か
。
代
助
は
楡
ら
ざ
る
愛
を
、
今
の

世
に
口
に
す
る
も
の
を
偽
善
家
の
第
一
位
に
置
い
た
。
(
十
一
)

三
、
代
助
の
〈
恋
愛
〉
一
近
代
化
と
虚
構
性

 
そ
も
そ
も
、
代
助
は
自
分
の
結
婚
問
題
に
対
し
、
「
生
涯
一
人
で
み
る
か
、

或
は
妾
を
置
い
て
暮
ら
す
か
、
或
は
芸
者
と
関
係
を
つ
け
る
か
、
明
瞭
な
計

画
」
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
「
日
本
現
代
の
社
会
状
況
の
た
め
」
に
、

 
 
 
 
 
 
 
 
イ
リ
ユ
 
ジ
ョ
ン

結
婚
に
ま
つ
わ
る
「
幻
 
像
」
が
「
打
破
」
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
人
物
で

あ
っ
た
。
(
七
)
。
代
助
が
必
ず
し
も
父
の
勧
め
る
佐
川
の
娘
と
の
結
婚
を
積

極
的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
状
態
で
い
る
の

は
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
あ
る
種
類
の
女
を
大
分
多
く
知

っ
て
み
る
」
(
同
)
と
い
う
代
助
は
、
独
自
の
恋
愛
観
を
持
っ
て
い
た
。

彼
は
肉
体
と
精
神
に
於
て
美
の
類
別
を
認
め
る
男
で
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
、

あ
ら
ゆ
る
美
の
種
類
に
接
触
す
る
機
会
を
得
る
の
が
、
都
会
人
士
の
権
能

 
こ
の
よ
う
に
、
代
助
は
美
を
追
い
求
め
る
「
都
会
人
士
の
権
能
」
と
し
て
、

恋
愛
対
象
を
一
人
に
固
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
む
し
ろ
現
代
に
お

い
て
、
愛
の
不
変
を
口
に
す
る
も
の
の
偽
善
性
を
告
発
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

彼
は
男
女
の
一
対
一
の
関
係
を
前
提
と
し
、
両
者
の
精
神
的
な
結
び
付
き
と

そ
の
永
遠
性
を
理
想
と
し
た
近
代
的
な
恋
愛
観
 
 
日
本
の
近
代
化
の
過
程

に
お
い
て
西
洋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
一
の
不
自
由
さ
を
批
判
し
、

相
対
化
す
る
視
座
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
代
助
の
恋
愛
観
に

つ
い
て
、
斎
藤
英
雄
は
、
代
助
が
た
と
え
日
常
世
界
で
は
「
旧
時
代
の
日
本

を
乗
り
超
え
て
」
は
い
て
も
、
旧
来
の
女
性
観
を
肯
定
し
て
い
る
以
上
、
女

性
観
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
作
品
の
前
の
ほ
う
で
は
決
し
て
「
近
代
人
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね

「
新
時
代
の
人
物
」
で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
確
か
に
、
芸
者
と
の
関

係
を
選
択
し
、
父
が
妾
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
賛
同
す
る
代
助
は
、
旧
来
の
、

前
近
代
的
な
観
念
に
縛
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
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は
あ
く
ま
で
も
近
代
化
し
た
恋
愛
観
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
持
ち

出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
そ
れ
を
相
対
化
し
て
い
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
こ
う
し
た
代
助
の
恋
愛
観
は
〈
新
し
い
〉
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
。

 
無
論
、
こ
れ
も
ま
た
代
助
の
〈
新
し
さ
〉
の
二
重
性
を
表
す
も
の
で
あ
り
、

ア
ン
チ

「
反
」
で
あ
る
が
ゆ
え
の
限
界
を
持
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
恋
愛
観
を
持
ち
な
が
ら
も
、
三
千
代
と
の
恋
愛
関
係
に

陥
っ
て
行
く
こ
と
の
意
味
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お

「
新
し
い
女
性
観
に
た
ど
り
つ
い
た
」
と
言
う
よ
う
な
恋
愛
観
の
近
代
化
で

は
な
く
、
む
し
ろ
代
助
が
「
進
化
」
と
「
退
化
」
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る

か
ら
こ
そ
、
引
き
寄
せ
ら
れ
た
事
態
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

此
所
迄
考
へ
た
時
、
代
助
の
頭
の
中
に
、
突
然
三
千
代
の
姿
が
浮
ん
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
フ
ァ
ク
タ
 

其
時
代
助
は
こ
の
論
理
中
に
、
或
因
数
を
数
へ
込
む
の
を
忘
れ
た
の
で
は

な
か
ら
う
か
と
疑
っ
た
。
け
れ
ど
も
其
因
数
は
早
う
し
て
も
発
見
す
る
事

が
出
来
な
か
っ
た
。
す
る
と
、
自
分
が
三
千
代
に
対
す
る
情
合
も
、
此
の

論
理
に
よ
っ
て
、
た
ゴ
現
在
的
の
も
の
に
過
ぎ
な
く
な
っ
た
。
彼
の
頭
は

正
に
こ
れ
を
承
認
し
た
。
然
し
彼
の
心
は
髄
か
に
左
様
だ
と
感
ず
る
勇
気

が
な
か
っ
た
。
(
十
一
)

 
こ
こ
で
、
代
助
の
「
論
理
」
1
1
「
頭
」
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

「
心
」
の
領
野
、
そ
こ
に
潜
む
あ
る
種
の
盲
点
(
抑
圧
さ
れ
た
「
過
去
」
)
と

し
て
三
千
代
と
い
う
「
因
数
」
が
機
能
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
代
助
は
三
千

代
と
い
う
「
目
的
」
に
よ
っ
て
現
在
的
で
し
か
な
い
自
己
を
統
合
し
、
再
構

成
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ひ
い
て
は
自
ら
を
意
味
付
け
る
起
源
と
し
て

の
「
自
然
」
(
無
意
識
)
を
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
代
助
に
と
っ

て
の
第
二
の
〈
変
容
〉
で
あ
り
、
こ
こ
で
一
見
、
彼
は
「
反
近
代
」
的
位
相

か
ら
「
近
代
」
へ
と
「
進
化
」
し
た
よ
う
に
見
え
る
。

 
し
か
し
、
そ
の
世
紀
末
的
感
受
性
に
お
い
て
青
・
植
物
の
緑
の
「
沈
ん
だ

調
子
」
(
五
)
を
愛
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
癒
さ
れ
る
代
助
が
、
そ
れ
を
「
持

調
子
」
(
四
)
と
し
、
死
の
影
さ
え
ま
と
う
三
千
代
を
求
め
る
の
は
、
や
は

り
心
的
な
退
行
1
1
「
退
化
」
を
志
向
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
に

も
や
は
り
、
「
進
化
」
と
「
退
化
」
の
二
重
性
が
確
認
し
得
る
が
、
こ
こ
で

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
代
助
の
発
見
し
た
「
自
然
」
の
愛

が
、
あ
る
種
の
「
虚
構
」
性
を
帯
び
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
語
り
手
に

よ
っ
て
執
拗
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
代
助
の
三
千
代

に
対
す
る
愛
情
は
、
此
の
夫
婦
の
現
在
の
関
係
を
、
必
須
条
件
と
し
て
募
り

つ
＼
あ
る
事
も
ま
た
一
方
で
は
否
み
切
れ
な
が
つ
た
」
と
強
調
し
、
「
三
千

代
が
平
岡
に
嫁
ぐ
前
、
代
助
と
三
千
代
の
間
柄
は
、
ど
の
位
の
程
度
迄
進
ん

で
み
た
か
は
、
し
ば
ら
く
措
く
」
(
十
三
)
と
い
う
語
り
手
は
、
「
過
去
」
の

代
助
と
三
千
代
と
の
関
係
に
つ
い
て
故
意
に
筆
を
省
い
て
い
る
か
の
よ
う
に

見
え
る
。
つ
ま
り
、
代
助
が
三
千
代
へ
の
愛
の
起
源
と
し
て
語
る
「
自
然
の

昔
」
(
十
四
)
と
は
、
あ
く
ま
で
も
現
在
の
状
況
か
ら
帰
納
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
可
能
性
を
、
語
り
手
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
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『
そ
れ
か
ら
』
一
〈
進
化
〉
と
く
退
化
〉
の
物
語
1

は
、
次
の
よ
う
な
代
助
の
心
理
描
写
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

自
分
と
三
千
代
と
の
現
在
の
関
係
は
、
此
前
逢
っ
た
時
、
既
に
発
展
し
て

み
た
の
だ
と
思
ひ
出
し
た
。
否
、
需
品
逢
っ
た
時
既
に
、
と
思
ひ
出
し
た
。

代
助
は
二
人
の
過
去
を
順
次
に
湖
ぼ
っ
て
見
て
、
い
つ
れ
の
断
面
に
も
、

二
人
の
間
に
燃
る
愛
の
炎
を
見
い
出
さ
な
い
事
は
な
か
っ
た
。
必
寛
は
、

三
千
代
が
平
岡
に
嫁
ぐ
前
、
既
に
自
分
に
嫁
い
で
み
た
の
も
同
じ
事
だ
と

考
へ
詰
め
た
時
、
彼
は
堪
え
が
た
き
重
い
も
の
を
、
胸
の
中
に
投
げ
込
ま

れ
た
。
(
十
三
)

 
こ
こ
で
は
よ
り
明
確
に
、
代
助
の
意
識
が
過
去
を
「
順
次
に
湖
」
る
形
で

三
千
代
へ
の
愛
を
〈
発
見
〉
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

石
原
千
秋
が
「
こ
の
一
節
が
、
彼
の
「
過
去
」
の
恋
が
ま
さ
に
「
現
在
の
関

係
」
か
ら
逆
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
み
ご
と
に
示
す
も
の
と
な
っ
て

 
むい

る
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
代
助
の
愛
の
認
識
に
は
、
言
わ
ば
記
憶
の
再

構
成
と
で
も
い
う
べ
き
不
純
さ
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
千
代

へ
の
告
白
1
1
「
自
然
の
昔
」
に
帰
る
と
い
う
決
心
に
よ
っ
て
代
助
は
「
純
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ
リ
ス

無
雑
に
平
和
な
生
命
」
「
幸
」
を
「
再
現
の
昔
」
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
た
が
(
十
四
)
、
し
か
し
そ
れ
が
「
再
現
の
昔
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
は

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
代
助
の
「
自
然
の
昔
」
が
そ
も
そ
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

「
再
現
性
」
「
虚
構
性
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
図
ら
ず
も
物
語
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
代
助
の
愛
の
起
源
と
し
て
の
「
自
然
」

は
、
事
後
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
語
り
手
に
よ
っ
て
巧
妙
に
相
対

化
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

 
最
も
「
自
然
」
と
信
じ
ら
れ
た
も
の
が
実
は
「
虚
構
」
で
あ
る
と
い
う
ア

イ
ロ
ニ
ー
。
漱
石
の
「
現
代
日
本
の
開
化
」
(
明
治
4
4
・
1
1
)
に
な
ぞ
ら
え

れ
ば
、
代
助
の
近
代
化
は
「
自
然
」
と
い
う
内
発
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
「
虚
構
」
1
1
外
発
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
語
り
手
は
示
唆
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
め

て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
代
助
の
「
自
己
正
当
化
の
論
理
」
と

呼
べ
る
ほ
ど
意
識
的
に
把
握
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
レ
ベ

ル
に
お
い
て
、
そ
う
し
だ
く
主
体
〉
と
し
て
の
自
己
を
成
立
さ
せ
る
前
提
へ

の
問
い
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
代
助
の
断
片

化
し
た
自
己
を
再
構
成
し
、
 
〈
主
体
〉
と
し
て
の
同
一
性
を
獲
得
す
る
た
め

に
は
ど
う
し
て
も
必
要
な
〈
物
語
〉
と
し
て
恋
愛
は
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
代
助
の
恋
愛
は
、
人
間
が
〈
主
体
〉
と
な
る
と
い
う
事
態
に
お
い
て
不

-
可
避
的
に
、
盲
目
的
に
内
包
せ
ざ
る
を
得
な
い
虚
構
性
と
い
う
も
の
を
、
我
々

に
明
ら
か
に
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
代
助
の
再
〈
変
容
＞
1
〈
批
評
〉
の
転
生

 
こ
う
し
て
三
千
代
と
の
恋
愛
と
い
う
〈
物
語
〉
、
三
千
代
を
救
う
と
い
う

「
目
的
」
を
獲
得
し
た
代
助
は
、
急
速
に
変
貌
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
三

千
代
と
の
会
見
は
語
り
手
に
よ
っ
て
「
理
知
の
作
用
か
ら
出
た
安
全
の
策
と

云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
情
の
旋
風
に
捲
き
込
ま
れ
た
冒
険
の
働
き
」
(
十
三
)
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で
あ
る
と
注
釈
さ
れ
、
代
助
が
最
早
「
理
知
」
に
よ
っ
て
自
己
を
そ
の
状
況

に
対
し
て
「
即
席
」
に
対
応
さ
せ
る
と
い
う
よ
う
な
在
り
方
か
ら
離
脱
し
て

い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
現
在
性
に
生
き
る
の
み
で
あ
っ
た

代
助
に
お
い
て
、
過
去
と
い
う
時
間
が
回
帰
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
未
来
へ

開
か
れ
る
と
い
う
、
歴
史
性
の
回
復
を
意
味
す
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、

「
彼
は
平
生
に
も
似
ず
論
理
に
合
は
な
い
事
を
た
ゴ
衝
動
的
に
云
」
(
同
)
う

人
間
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
彼
の
「
頭
」
が
抑
圧
し
て

い
た
「
心
」
(
無
意
識
)
が
あ
た
か
も
一
気
に
回
帰
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ひ
た
す
ら
「
目
的
」
に
向
か
っ
て
行
為
す
る
人
間
へ
と
代
助
は

〈
変
容
〉
し
、
 
〈
主
体
〉
と
し
て
の
自
己
を
回
復
す
る
。

-
(
前
略
)
今
の
彼
は
、
不
断
の
彼
と
は
趣
を
異
に
し
て
み
た
。
(
中
略
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
れ

彼
は
三
千
代
に
対
す
る
自
己
の
責
任
を
夫
程
深
く
重
い
も
の
と
信
じ
て
み

た
。
彼
の
信
念
は
半
ば
頭
の
判
断
か
ら
来
た
。
半
ば
心
の
憧
憬
か
ら
来
た
。

二
つ
の
も
の
が
大
き
な
濤
の
如
く
に
彼
を
支
配
し
た
。
彼
は
平
生
の
自
分

か
ら
生
ま
れ
変
っ
た
様
に
父
の
前
に
立
つ
た
。
(
十
五
)

 
こ
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
「
生
ま
れ
変
っ
た
」
代
助
は
、
か
つ
て
の
規
範
を

代
表
し
て
い
た
父
と
は
異
な
る
規
範
1
1
「
自
然
」
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
父
と
対
峙
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

社
会
対
自
然
と
い
う
二
項
対
立
も
、
こ
う
し
た
代
助
の
主
体
化
を
前
提
と
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

 
し
か
し
こ
う
し
た
彼
の
〈
変
容
〉
は
、
彼
が
こ
れ
ま
で
有
し
て
い
た
く
批

評
〉
の
死
を
招
く
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
「
進
化
」
口

「
退
化
」
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
彼
の
〈
新
し
さ
〉
が
失
わ
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
代
助
の
自
己
が
近
代
的
な
主
体
と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
る
時
、

ま
さ
に
「
近
代
」
を
〈
批
評
〉
す
る
眼
は
失
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
代
助
の
〈
批
評
〉
は
死
ん
だ
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
〈
変
容
〉
し
、
新
し
く
捉
え
直
さ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
元
来
が
何
方
付
か
ず
の
男
で
あ
っ
た
。
誰
の
命
令
も
文
字
通
り
に
拝

承
し
た
事
の
な
い
代
り
に
は
、
誰
の
意
見
に
も
露
に
抵
抗
し
た
試
が
な
か

っ
た
。
解
釈
の
し
や
う
で
は
、
策
士
の
態
度
と
も
取
れ
、
優
柔
の
生
れ
付

と
も
思
は
れ
る
遣
口
で
あ
っ
た
。
彼
巨
身
さ
へ
、
此
二
つ
の
非
難
の
何
れ

を
聞
い
た
時
に
、
左
様
か
も
知
れ
な
い
と
、
腹
の
中
で
首
を
振
ら
ぬ
訳
に

は
行
か
な
か
っ
た
。
然
し
其
原
因
の
大
部
分
は
策
略
で
も
な
く
、
優
柔
で

も
な
く
、
寧
ろ
彼
に
融
通
の
利
く
六
つ
の
眼
が
付
い
て
み
て
、
双
方
を
一

時
に
見
る
便
宜
を
有
し
て
み
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
此
能
力
の
為
に
、

今
日
迄
一
図
に
物
に
向
っ
て
突
進
す
る
勇
気
を
挫
か
れ
た
。
即
か
ず
離
れ

ず
現
状
に
立
ち
苛
ん
で
み
る
事
が
屡
あ
っ
た
。
此
の
現
状
維
持
の
外
観
が
、

思
慮
の
欠
乏
か
ら
生
ず
る
の
で
な
く
て
、
却
っ
て
明
白
な
判
断
に
本
い
て

起
る
と
い
う
事
実
は
、
彼
が
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
敢
為
の
気
象
を
以
て
、
彼

の
信
ず
る
所
を
断
行
し
た
時
に
、
彼
自
身
に
も
始
あ
て
解
っ
た
の
で
あ
る
。
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(
十
五
)

焼
け
尽
き
る
迄
電
車
に
乗
っ
て
行
か
う
と
決
心
し
た
。
(
十
七
)

 
こ
の
、
父
と
対
峙
す
る
場
面
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
代
助
の

〈
批
評
〉
を
可
能
に
し
て
い
た
「
融
通
の
利
く
八
つ
の
眼
」
「
双
方
を
一
時

に
見
る
」
眼
の
存
在
が
、
代
助
自
身
に
よ
っ
て
初
め
て
自
覚
さ
れ
て
い
る
と

い
う
事
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
敢
為
の
気
象
」
を
持
っ
て
自
己
の

「
信
ず
る
所
」
を
「
断
行
」
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
「
自
然
」
と
い
う
規
範
に

よ
っ
て
自
ら
を
意
味
付
け
、
方
向
付
け
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
そ
れ
ま
で
見
え
な
か
っ
た
自
己
の
在
り
方
が
自
覚
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
重
松
泰
雄
が
小
説
の
結
末
部
を
検
討
し
、
「
『
自
己
解

体
』
ど
こ
ろ
か
、
代
助
は
巻
末
に
至
っ
て
始
め
て
真
に
〈
文
明
批
評
〉
家
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
り

し
て
の
自
己
を
確
立
し
え
た
」
と
指
摘
す
る
よ
う
な
「
自
己
確
立
」
ま
で
に

は
至
ら
な
い
、
未
だ
可
能
性
に
と
ど
ま
る
も
の
だ
が
、
し
か
し
こ
う
し
た
代

助
の
〈
批
評
〉
の
再
生
を
予
兆
す
る
よ
う
な
語
り
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
代
助
の
〈
変
容
〉
と
は
、
こ
う
し

た
彼
の
〈
批
評
〉
の
在
り
方
自
体
の
変
容
を
内
包
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ま
た
そ
こ
に
は
、
彼
の
〈
新
し
さ
＞
1
1
「
進
化
」
が
「
退
化
」
で
も
あ
る
と

い
う
日
本
的
近
代
の
持
つ
二
重
性
の
解
体
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。仕

舞
に
は
世
の
中
が
真
赤
に
な
っ
た
。
さ
う
し
て
、
代
助
の
頭
を
中
心
と

し
て
く
る
り
一
と
焔
の
息
を
吹
い
て
回
転
し
た
。
代
助
は
自
分
の
頭
が

 
こ
の
終
末
に
お
け
る
「
赤
」
の
世
界
の
氾
濫
は
、
そ
う
し
た
二
重
性
を
孕

む
代
助
の
「
頭
」
1
1
〈
批
評
〉
が
、
一
度
「
焼
け
尽
き
る
」
こ
と
に
よ
っ
て

転
生
す
る
と
い
う
、
そ
の
可
能
性
を
微
か
に
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
1

注
2

注
3

注
4

旧注
65注

7
斎
藤
英
雄
「
「
真
珠
と
指
輪
」
の
意
味
と
役
割
1
『
そ
れ
か
ら
』
の
世
界
一
」

(
「
日
本
近
代
文
学
」
2
9
、
昭
5
7
・
1
0
)
、
内
田
道
雄
「
夏
目
漱
石
論
1

『
そ
れ
か
ら
』
の
書
き
手
と
し
て
の
一
」
(
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
6
2
・
4
)

生
方
智
子
「
「
新
し
い
男
」
の
身
体
1
『
そ
れ
か
ら
』
の
可
能
性
」
(
「
成

城
国
文
学
」
1
4
、
平
1
0
・
3
)
は
身
体
の
視
点
か
ら
代
助
の
新
し
さ
を

考
察
し
て
い
る
。

猪
野
謙
二
「
『
そ
れ
か
ら
』
の
思
想
と
方
法
」
(
『
岩
波
講
座
文
学
の
創

造
と
鑑
賞
』
1
、
昭
2
9
・
1
1
、
岩
波
書
店
)
、
重
松
泰
雄
「
夏
目
漱
石
-

起
点
と
し
て
の
「
そ
れ
か
ら
」
を
中
心
に
一
」
(
「
日
本
近
代
文
学
」
1
7
、

昭
4
7
・
1
0
)

山
田
有
策
「
語
り
手
の
共
犯
-
代
助
と
三
千
代
1
」
(
「
解
釈
と
鑑
賞
」

平
2
・
9
)

佐
藤
泉
「
『
そ
れ
か
ら
』
一
物
語
の
交
替
1
」
(
「
文
学
」
平
7
・
1
0
)

藤
尾
健
剛
「
漱
石
と
M
・
ノ
ル
ダ
ウ
『
退
化
論
』
」
(
「
香
川
大
学
国
文

研
究
」
1
5
、
平
2
・
9
)
、
小
森
陽
一
『
漱
石
を
読
み
な
お
す
』
(
平
7
・

6
、
筑
摩
書
房
)

高
階
秀
爾
『
日
本
近
代
美
術
史
論
』
(
昭
4
7
・
1
、
講
談
社
)
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注
8

注
9

注
1
0

注
1
1

注
1
2

注注
14 13

注
1
5

注注
17 16

ハ
ン
ス
・
H
・
ホ
ー
フ
シ
ュ
テ
ッ
タ
ー
『
象
徴
主
義
と
世
紀
末
芸
術
』

(
種
村
季
弘
訳
、
昭
4
5
・
1
、
美
術
出
版
社
)

一
柳
廣
孝
「
特
権
化
さ
れ
る
「
神
経
」
i
「
そ
れ
か
ら
」
 
一
面
1
」

(「

�
ﾎ
研
究
」
1
0
、
平
1
0
・
5
)

佐
藤
泉
『
漱
石
片
付
か
な
い
〈
近
代
〉
』
(
平
1
4
・
1
、
日
本
放
送
出

版
協
会
)

樋
野
憲
子
「
『
そ
れ
か
ら
』
論
一
「
自
然
」
と
の
出
会
い
一
」
(
『
作
品

論
夏
目
漱
石
』
昭
5
1
・
9
、
双
文
社
)

斎
藤
英
雄
「
代
助
と
「
芸
者
」
1
『
そ
れ
か
ら
』
の
世
界
」
(
「
文
芸
と

批
評
」
平
元
・
9
)

注
1
2
に
同
じ

石
原
千
秋
「
反
H
家
族
小
説
と
し
て
の
『
そ
れ
か
ら
』
」
(
「
東
横
国
文

学
」
1
9
、
昭
6
2
・
3
)

越
智
治
雄
「
『
そ
れ
か
ら
』
論
」
(
『
漱
石
私
論
』
昭
4
6
・
6
、
角
川
書

店
)
は
、
こ
こ
に
「
心
理
的
な
虚
構
が
働
い
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い

る
。注

1
5
に
同
じ

重
松
泰
雄
「
〈
文
明
批
評
〉
の
タ
ブ
ロ
オ
ー
「
そ
れ
か
ら
」
解
読
一
」

(
「
叙
説
」
3
-
4
、
平
3
・
1
-
8
)

＊
本
文
の
引
用
は
『
漱
石
全
集
』

 
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

第
六
巻
(
平
6
・
5
、
岩
波
書
店
)
に
拠
り
、
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