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一
浦
口
文
治
へ
の
関
わ
り
を
中
心
に
一

鶴

谷

室思

三

は
 
じ
 
め
 
に

 
「
苦
悩
」
と
い
う
「
藁
一
す
ち
の
自
負
だ
け
は
、
は
っ
き
り
持
っ
て
る
た

い
」
と
は
、
 
「
富
嶽
百
景
」
で
の
「
太
宰
さ
ん
」
‘
の
並
々
な
ら
ぬ
覚
悟
を
示
す

言
葉
と
し
て
夙
に
有
名
で
あ
る
。
一
つ
の
章
句
を
そ
の
実
質
を
省
み
ず
無
媒
介

に
括
る
こ
と
は
危
険
で
は
あ
る
の
だ
が
、
 
「
苦
悩
」
と
云
え
ば
、
夏
目
漱
石
の

存
在
が
想
起
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
死
ぬ
か
、
気
が
違
ふ
か
、
夫
で
な
け
れ

ば
宗
教
に
入
る
か
」
し
か
救
済
の
手
立
て
は
な
い
と
「
行
人
」
の
長
野
一
郎
に

語
ら
せ
、
あ
る
い
は
「
現
代
人
は
偽
善
家
に
な
る
の
を
恐
れ
て
露
悪
家
に
な

る
」
と
も
「
三
四
郎
」
の
広
田
先
生
の
口
を
借
り
て
言
わ
せ
て
い
る
の
が
そ
れ

で
あ
る
。

 
作
中
人
物
の
口
を
借
り
た
こ
れ
ら
漱
石
の
言
説
を
認
め
る
こ
と
に
吝
で
は
な

い
。
も
っ
と
も
、
一
郎
の
救
済
方
法
で
云
え
ば
、
下
意
識
の
領
域
で
半
ば
進
行

す
る
発
狂
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
自
殺
や
入
信
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
き

れ
な
り
の
「
覚
悟
」
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生

も
の物

（
ル
ビ
鶴
谷
、
以
下
こ
と
わ
り
な
い
限
り
ル
ビ
・
傍
点
は
同
様
と
す
る
。
）

と
し
て
の
人
間
に
は
、
個
体
維
持
の
自
然
な
生
命
力
が
無
意
識
に
作
用
を
及
ぼ

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
志
賀
直
哉
「
城
の
崎
に
て
」
の
鼠
の

件
な
ど
は
こ
の
こ
と
を
最
も
歴
然
と
語
っ
て
い
よ
う
。
動
騒
す
る
鼠
を
目
撃
し

た
「
自
分
」
は
事
故
当
時
の
内
面
に
思
い
を
馳
せ
、
 
「
致
命
的
の
も
の
か
ど
う

か
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
始
ど
死
の
恐
怖
に
襲
は
れ
な
か
っ
た
」
と
し
つ
つ
そ

の
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
心
的
状
態
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
「
フ
ェ
ー
タ
ル
な
傷
ぢ
や
な
い
さ
う
だ
」
か
う
云
は
れ
た
。
か
う
云
は

 
 
れ
る
と
自
分
は
然
し
急
に
元
気
づ
い
た
。
充
奮
か
ら
自
分
は
非
常
に
快
活

 
 
に
な
っ
た
。

 
「
此
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
為
」
と
は
い
え
「
頗
る
不
安
に
思
っ
て
居
」
た
と
い

う
「
王
」
の
述
懐
で
は
じ
ま
る
太
宰
治
の
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
（
文
芸
春
秋
社
、

昭
1
6
・
7
）
は
、
彼
の
作
品
中
で
も
そ
の
評
価
の
揺
れ
が
際
立
つ
も
の
の
一
つ

で
あ
る
。
 
「
太
宰
氏
の
最
も
つ
ま
ら
ぬ
作
品
よ
り
も
も
っ
と
つ
ま
ら
ぬ
も
の
」

 
 
 
 
 
 
 
注
1

と
い
う
手
厳
し
い
評
言
の
一
方
に
、
 
「
こ
の
期
の
最
大
傑
作
」
で
あ
り
、
 
「
典

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
2

型
的
な
近
代
心
理
小
説
」
足
り
得
て
い
る
と
い
う
過
褒
な
ま
で
の
評
価
も
存
在

す
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

 
磯
貝
英
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
晶
は
太
宰
治
「
得
意
の
自
意
識
問
題
を
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
3

じ
め
て
客
体
劇
に
仕
立
て
る
こ
と
を
も
く
ろ
ん
だ
」
と
さ
れ
る
が
、
客
体
劇
云
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「
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浦
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へ
の
関
わ
り
を
中
心
に
ー



々
を
別
に
す
れ
ば
、
自
意
識
問
答
の
先
駆
た
る
作
品
に
、
志
賀
直
哉
の
「
ク
ロ

ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
が
あ
る
。
論
と
し
て
は
二
人
の
文
学
者
の
描
く
、
ラ
ロ

ー
デ
ィ
ア
ス
・
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
、
と
り
わ
け
ク
巴
里
デ
ィ
ア
ス
の
形
象
化
を
対

比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
両
作
家
の
同
質
性
と
異
質
性
と
を
振
り
分
け
、
そ
の

実
体
に
少
し
で
も
迫
る
こ
と
を
目
論
む
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
小
稿
で
は
そ
の

前
に
、
太
宰
治
が
参
看
し
た
と
い
う
浦
口
文
治
の
『
新
評
註
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
及

び
英
文
学
者
と
し
て
の
人
と
な
り
の
一
端
を
確
認
し
、
本
論
へ
の
プ
レ
リ
ュ
ー

ド
を
奏
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

1

 
私
見
で
は
、
 
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
が
論
ぜ
ら
れ
る
場
合
、
幾
通
り
か
の
型
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
以
下
に
述
べ
る
論
点
の
い
ず
れ
か

の
比
重
が
大
き
い
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
相
互
が
微
妙
に
錯
綜
し
、
重
奏
化

し
合
っ
て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
が
、
こ
と
を
際
だ
た
せ
る
た
め
の
単
な
る
私

見
と
言
っ
た
方
が
よ
り
適
当
か
も
知
れ
な
い
。
管
見
に
入
っ
た
先
学
の
諸
論
考

を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
ず
、
そ
の
切
り
口
と
問
題
点
と
を
簡
潔
に
確
認
し
た
い
。

 
第
一
は
、
原
典
で
あ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
と
の
、
受
容

・
比
較
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
「
太
宰
化
の
過
程
」
 
（
小
田
島
雄
志

「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
 
『
国
文
学
」
昭
4
2
・
1
1
）
を
考
察
す
る
試
み
で
あ
る
。
小

田
島
氏
が
代
表
的
な
評
家
の
一
人
で
あ
り
、
太
宰
の
特
徴
が
明
白
な
の
は
「
愛

憎
の
心
理
の
深
層
化
、
欺
隔
の
主
題
の
複
雑
化
、
悲
劇
の
日
常
化
」
と
い
う
点

で
あ
る
と
す
る
。
太
宰
が
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
書
い
た
意
図
は
、

 
 
 
悲
劇
的
情
緒
に
没
入
し
て
カ
タ
ル
シ
ス
を
体
験
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

 
 
疑
惑
・
苦
悩
・
絶
望
に
傾
斜
し
が
ち
な
二
十
三
歳
の
青
年
の
心
理
を
、
三

 
 
十
三
歳
の
作
者
の
微
苦
笑
を
も
つ
r
て
描
く
こ
と
で
あ
っ
た

と
、
氏
は
説
く
の
で
あ
る
。
太
宰
の
言
葉
で
云
え
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の

「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
に
は
「
情
熱
の
火
柱
が
太
」
く
、
 
「
登
場
人
物
の
足
音
が
大

き
」
く
感
ぜ
ら
れ
、
「
天
才
の
巨
腕
」
だ
と
い
う
点
と
響
き
合
う
。
さ
ら
に

又
、
検
討
す
べ
き
こ
と
は
、
太
宰
が
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
を
書
く
上
で
直
接
参

酌
し
た
テ
キ
ス
ト
の
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
後
に
詳
述
す
る
。

 
第
二
は
、
時
代
性
、
つ
ま
り
発
表
ざ
れ
た
昭
和
十
六
年
と
い
う
時
流
に
力
点

を
置
く
立
場
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
こ
の
年
は
、
太
宰
が
執
筆
中
の
四
月
に
日

ソ
中
立
条
約
が
調
印
さ
れ
、
日
米
交
渉
が
大
詰
め
と
な
っ
て
い
る
。
十
二
月
八

日
に
は
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
空
襲
が
開
始
さ
れ
、
同
十
二
日
に
は
支
那
事
変
を
含
め

て
大
東
亜
戦
争
と
す
る
こ
と
が
閣
議
で
決
定
さ
れ
て
い
る
。

 
こ
う
し
た
時
代
背
景
を
考
慮
し
て
「
〈
国
家
〉
と
か
く
正
義
〉
と
か
を
口
実
に

体
制
側
の
仮
面
を
つ
け
て
罷
り
通
っ
て
い
る
者
た
ち
の
中
に
、
本
物
の
〈
悪
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
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を
発
見
し
よ
う
と
す
る
試
み
」
と
位
置
づ
け
る
評
家
も
い
る
。
こ
の
観
点
に
対

し
て
「
究
極
的
に
は
、
や
は
り
、
作
者
は
か
つ
て
対
立
し
て
き
た
お
と
な
へ
の

疑
惑
を
捨
て
ず
、
そ
れ
を
、
当
時
の
戦
時
風
潮
に
ま
で
ひ
き
む
す
ん
で
、
暗
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ら

時
代
批
判
を
し
く
ん
だ
も
の
と
見
て
よ
い
」
と
い
う
評
言
も
あ
る
。
時
代
批
判

と
い
う
点
で
云
え
ば
、
前
者
の
方
が
よ
り
積
極
的
で
あ
り
、
後
者
は
よ
り
慎
重

な
言
い
回
し
で
あ
る
。

 
こ
の
問
題
に
言
及
す
る
場
合
、
い
ま
一
つ
の
重
要
な
問
い
掛
け
が
不
可
決
と

な
っ
て
く
る
。
昭
和
十
六
年
の
発
表
時
の
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
で
は
、
太
宰
の

言
葉
に
関
す
る
限
り
、
明
確
な
「
近
代
悪
」
は
浮
か
び
あ
が
っ
て
は
こ
な
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
言
葉
が
明
示
さ
れ
る
の
は
「
新
し
い
ハ
ム
レ
ッ
ト
型

の
創
造
と
、
さ
ら
に
も
う
一
つ
、
ク
ロ
ー
ヂ
ャ
ス
に
依
っ
て
近
代
悪
と
い
ふ
も
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の
の
描
写
を
も
く
ろ
ん
だ
。
」
と
す
る
「
『
猿
面
冠
者
』
あ
と
が
き
」
 
（
鎌
倉

文
庫
、
昭
2
2
・
1
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
選
集
を
太
宰
が
編
ん
だ
時
点
が

昭
和
二
十
年
冬
だ
と
し
て
も
、
こ
の
間
の
落
差
を
い
か
よ
う
に
把
握
す
べ
き
も

の
な
の
一
か
。
多
く
の
論
者
は
と
り
た
て
て
こ
の
点
を
問
題
に
は
し
な
い
。
こ
の

場
合
、
昭
和
十
五
年
の
秋
に
東
京
商
大
で
講
演
し
た
「
近
代
の
病
」
と
い
う
講

演
の
内
容
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
詳
細

は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
 
「
こ
の
小
説
に
対
し
て
も
、
太
宰
は
大
変
な
熱
の
入

れ
よ
う
で
、
当
時
私
に
は
、
 
『
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
の
悪
人
の
創
造
に
腐
心
し
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
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る
」
と
い
っ
て
い
た
」
と
い
う
堤
重
久
の
証
言
も
、
丸
呑
み
に
す
る
に
は
危
険

が
と
も
な
う
。
人
間
の
回
想
に
は
、
先
行
の
も
の
に
よ
っ
て
変
質
す
る
と
い
う

習
性
が
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
る
。
 
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
が
刊
行
さ
れ
た
直
後

に
執
筆
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
「
世
界
的
」
 
（
「
早
稲
田
大
学
新
聞
」
昭
1
6
・
1
0

・
1
5
）
に
は
、
 
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
の
余
波
が
揺
曳
し
て
い
よ
う
が
、
こ
れ
と

て
も
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。

 
 
 
こ
の
ご
ろ
日
本
人
は
、
だ
ん
だ
ん
意
気
込
ん
で
来
て
、
外
国
人
の
思
想

 
 
を
、
た
い
し
た
事
は
な
い
や
う
だ
と
、
ひ
そ
ひ
そ
囁
き
交
す
や
う
に
な
つ
・

 
 
た
の
は
、
た
い
へ
ん
な
進
歩
で
あ
る
。
日
本
は
、
い
ま
に
世
界
文
化
の
中

 
 
心
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
冗
談
を
言
っ
て
み
る
の
で
は
な
い
。

 
こ
う
言
う
太
宰
が
、
 
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
執
筆
後
に
「
自
分
の
力
の
限
度
を

知
り
ま
し
た
」
 
（
昭
1
6
・
8
・
2
、
井
伏
鱒
二
宛
書
簡
）
と
述
べ
て
い
る
の
を

知
る
時
、
 
「
冗
談
」
な
ら
ぬ
冗
談
で
あ
り
、
鱈
晦
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
思
う

の
は
筆
者
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
 
「
太
宰
の
最
初
の
意
図
に
、
こ
の
よ

う
な
『
近
代
悪
」
の
し
て
の
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
像
が
自
覚
さ
れ
て
い
た
か
は
多

 
 
注
7

分
に
疑
問
し
と
か
、
「
戦
争
批
判
の
モ
チ
ー
フ
を
強
調
す
る
事
は
、
も
は
や
作

「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
論
序
説
 
-
浦
口
文
治
へ
の
関
わ
り
を
中
心
に
！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
8

品
の
正
当
な
解
説
の
域
を
超
え
た
所
作
」
な
ど
と
い
う
評
言
が
よ
り
真
実
を
衝

い
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
問
題
は
、
尽
き
る
と
こ

ろ
ほ
ぼ
五
年
余
り
の
太
宰
の
歩
み
を
い
か
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
と
い
う
浮
歩

図
を
示
し
得
な
い
限
り
、
早
計
に
は
決
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
第
三
は
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
生
活
を
ふ
ま
え
た
太
宰
の
「
私
小
説
」
性
に
力

点
を
お
く
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
井
伏
鱒
二
へ
宛
て
た
太
宰
の
自
注
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

 
 
 
私
の
過
去
の
生
活
感
情
を
、
す
っ
か
り
整
理
し
て
書
き
残
し
て
置
き
た

 
 
い
気
持
ち
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
私
小
説
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

 
「
『
若
い
者
」
と
『
大
人
』
の
世
界
の
成
功
し
な
か
っ
た
和
解
」
 
（
赤
木
俊

「
太
宰
治
著
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
、
 
「
現
代
文
学
」
昭
1
6
・
1
0
）
を
先
駆
と
し

て
、
 
『
青
春
へ
の
訣
別
」
 
（
「
東
京
八
景
」
）
と
い
う
従
来
の
「
生
活
の
総
決

算
」
と
い
う
渡
部
芳
紀
氏
の
評
言
（
「
太
宰
治
論
一
中
期
を
中
心
と
し
て
一
」

『
早
稲
田
文
学
」
昭
4
6
・
1
1
）
へ
と
続
く
系
譜
で
あ
る
。
抽
象
的
に
云
え
ば
作

品
と
作
家
と
の
距
離
の
問
題
で
あ
り
、
狭
い
と
こ
ろ
に
し
か
素
材
を
求
め
な
か

っ
た
点
で
云
え
ば
、
生
家
、
故
郷
と
の
問
題
と
換
言
で
き
よ
う
。
兄
津
島
文
治

の
眼
か
ら
云
え
ば
「
当
時
の
家
長
と
し
て
は
、
か
な
り
の
理
解
を
も
っ
て
」
い

た
と
自
負
し
つ
つ
も
、
太
宰
の
行
動
は
「
理
解
を
は
る
か
に
超
え
」
て
い
た
た

め
、
太
宰
の
小
説
に
は
「
楽
し
め
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
、
次
の
一

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
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節
な
ど
は
こ
の
典
型
で
あ
る
。

 
 
 
い
く
ら
何
で
も
「
右
大
臣
実
朝
」
に
は
家
の
こ
と
や
私
の
こ
と
が
出
て

 
 
こ
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
思
っ
て
読
ん
だ
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
出
て
き

 
 
た
の
で
閉
口
し
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

 
第
四
は
、
先
行
す
る
作
品
へ
の
意
識
、
つ
ま
り
、
志
賀
直
哉
の
「
ク
．
ロ
ー
デ
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イ
ア
ス
の
日
記
」
や
小
林
秀
雄
の
「
お
ふ
え
り
や
遺
文
」
に
対
す
る
文
学
者
と

し
て
の
意
識
の
問
題
で
あ
る
。
小
林
に
関
し
て
は
「
僕
は
昨
夜
小
林
の
悪
口
を

さ
ん
ざ
ん
言
つ
ち
ゃ
っ
て
、
今
日
は
言
ふ
気
が
し
な
い
な
」
 
（
「
現
代
小
説
を

語
る
」
 
（
『
文
学
季
刊
」
昭
2
2
・
4
）
と
い
う
座
談
会
で
の
発
言
し
か
直
接
言

及
し
た
も
の
が
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
太
宰
が
十
二
分
に
意
識
し
て
い
た
文
学

者
の
一
人
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
昭
和
十
五
年
六
月
二
日
の
小
川

正
夫
宛
の
書
簡
に
は
『
女
の
決
闘
』
 
（
河
出
書
房
、
昭
1
5
・
6
）
の
寄
贈
者
名

が
四
十
名
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
小
林
秀
雄
ま
た
そ
の
内
の
一
人
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
太
宰
が
こ
れ
ら
の
作
家
の
存
在
を
意
識
し
た
上
で
、
自
ら
の
世
界

を
対
峙
さ
せ
、
そ
の
世
界
を
定
位
す
べ
く
試
み
た
と
い
う
こ
と
は
説
得
性
が
あ

ろ
う
。

 
聞
題
は
直
哉
の
「
ク
二
三
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
と
の
相
関
性
で
あ
る
。
発
表

直
後
「
志
賀
直
哉
の
『
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
を
思
ひ
出
し
ま
し
た
よ
。
」

と
す
る
佐
々
木
基
一
の
同
時
代
評
（
「
昭
和
1
6
年
の
文
学
を
語
る
」
『
現
代
文

学
』
昭
1
6
・
1
2
）
を
噛
矢
と
す
る
が
、
 
「
志
賀
直
哉
の
『
平
衡
感
覚
の
文
学
』

と
太
宰
治
の
『
崩
壊
感
覚
の
文
学
』
の
対
立
」
 
（
成
田
竜
雄
「
太
宰
治
の
『
新

ハ
ム
レ
ッ
ト
』
 
（
『
大
谷
女
子
短
期
大
学
紀
要
7
』
昭
3
9
・
3
）
な
ど
が
す
で

に
み
ら
れ
る
。
た
だ
、
単
に
対
立
の
図
式
か
と
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
そ
う
で
は

あ
る
ま
い
。
先
に
引
用
し
た
佐
藤
泰
正
氏
は
「
〈
日
記
V
的
発
想
な
ら
ぬ
虚
構

を
、
モ
ノ
ロ
ー
グ
な
ら
ぬ
戯
曲
的
方
法
を
と
言
い
つ
つ
、
 
『
新
し
い
小
説
』
を

目
指
し
た
は
ず
の
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
も
ま
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
的
形
相
に
終
っ
た

と
す
れ
ば
、
志
賀
と
太
宰
を
め
ぐ
る
対
峙
相
反
の
構
図
も
ま
た
、
ひ
と
嵩
む
け

ば
こ
の
風
土
の
特
性
を
つ
い
に
超
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
（
傍
点
佐
藤
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1
0

と
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
愛
に
は
憎
し
み
が
普
通
対
比
さ
れ
る
が
、
 
「
人
問

失
格
」
の
大
庭
分
蔵
の
ア
ン
ト
ニ
ム
遊
戯
に
倣
え
ば
、
愛
の
対
義
語
は
無
関
心

で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
織
田
作
之
助
や
坂
口
安
吾
、
太
宰
治
な
ど
の
、
い

わ
ゆ
る
無
頼
派
の
人
々
が
な
ぜ
自
樺
派
、
と
り
わ
け
直
哉
を
仮
想
敵
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
戦
後
派
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
こ
の
問

題
を
継
承
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
ま
た
ぎ
で
超
え
得
た
の
か
、
戦
争
体
験
と
い

う
直
接
性
と
い
う
点
だ
け
で
な
く
、
深
い
掘
り
下
げ
が
必
要
か
も
知
れ
な
い
。

 
四
点
に
絞
っ
て
、
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
へ
の
接
近
の
方
法
と
、
そ
れ
に
伴
う

私
見
を
述
べ
て
き
た
が
、
何
れ
に
せ
よ
こ
の
作
品
に
「
中
期
か
ら
後
期
へ
の

変
貌
の
秘
密
を
解
く
一
つ
の
鍵
」
 
（
小
泉
浩
一
郎
「
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
論
」

（
『
日
本
文
学
研
究
1
1
」
昭
4
7
・
2
）
を
求
め
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
い
や

む
し
ろ
、
通
説
化
し
て
い
る
太
宰
文
学
の
三
分
説
を
、
 
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
を

分
水
嶺
と
し
た
二
分
差
す
ら
可
能
で
は
な
い
の
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

2

 
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
は
、
 
「
過
去
の
干
る
時
代
に
於
け
る
、
一
群
の
青
年

の
、
典
型
」
、
よ
り
詳
細
に
言
え
ば
「
そ
の
始
末
に
困
る
青
年
を
め
ぐ
っ
て
一

家
庭
の
、
 
（
厳
密
に
言
え
ば
、
二
家
庭
の
）
た
っ
た
三
日
聞
の
出
来
事
」
を
通

し
て
、
 
「
狭
い
、
心
理
の
実
験
」
を
試
み
た
「
勝
手
な
、
創
造
の
遊
戯
」
で
あ

っ
て
、
こ
れ
に
は
「
学
問
的
・
ま
た
は
政
治
的
意
味
」
は
全
く
な
く
、
あ
く
ま

で
「
卜
国
の
国
U
幻
》
竃
》
ふ
う
の
、
小
説
」
だ
と
す
る
太
宰
の
自
注
が
あ
る
。
つ

い
で
太
宰
は
、
こ
の
作
品
を
書
く
に
あ
た
っ
て
依
拠
し
た
の
は
、
次
の
二
作
品

で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
。

 
 
 
此
の
作
品
を
書
く
に
当
り
、
坪
内
博
士
訳
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
と
、
そ

 
 
れ
か
ら
、
浦
口
文
治
氏
著
の
「
新
評
註
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
だ
け
を
、
一
と
ほ
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り
読
ん
で
み
た
。
浦
口
氏
の
「
新
評
註
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
に
は
、
原
文
も
全

 
 
部
載
っ
て
み
る
の
で
、
辞
書
を
片
手
に
、
大
骨
折
り
で
読
ん
で
み
た
。
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
の
 
 
 
 
 
 
 
コ
 
 
コ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ろ
い
ろ
の
新
知
識
を
得
た
や
う
な
気
も
す
る
が
、
い
ま
そ
れ
を
、
こ
こ
で

 
 
い
ち
い
ち
報
告
す
る
必
要
も
無
い
。
（
太
宰
の
引
用
は
、
『
太
宰
治
全
集
」

 
 
筑
摩
書
房
、
昭
5
0
・
6
～
昭
5
2
・
1
1
を
用
い
、
ま
た
、
以
下
で
は
首
書
を

 
 
「
坪
内
訳
」
、
 
『
新
評
註
」
と
簡
略
化
す
る
。
）

 
こ
の
太
宰
の
言
を
疑
わ
な
い
限
り
、
坪
内
遣
遙
と
浦
口
文
治
の
存
在
を
無
視

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
戯
曲
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
「
当
初
か
ら
実
演
と

い
う
こ
と
を
頭
か
ら
離
さ
ず
、
し
か
も
語
学
的
文
学
的
厳
密
さ
で
完
訳
し
た
の

は
」
「
た
だ
一
人
で
」
あ
り
、
「
将
来
も
迫
遙
以
上
に
出
る
こ
と
は
不
可
能
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注
1
1

と
ま
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
坪
内
遣
遙
の
こ
と
は
籾
置
く
。
原
典
で
あ
る

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
は
そ
の
多
義
性
・
重
奏
性
を
特
色
と
す

る
作
品
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
 
「
い
ろ
い
ろ
の
新
知
識
を
得
た
」
と
い
う
浦
口

文
治
の
存
在
を
明
確
に
見
据
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
浦
口
へ
の
共
感
で
あ
れ
、

反
擾
で
あ
れ
、
そ
の
存
在
が
草
子
と
し
て
働
い
て
い
る
と
み
て
過
言
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。

 
い
ま
佐
々
木
隆
氏
の
編
に
な
る
「
日
本
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
総
覧
』
 
（
エ
ル
ビ

ス
、
9
0
・
4
）
に
よ
っ
て
英
文
学
者
浦
口
文
治
に
関
わ
る
テ
キ
ス
ト
訳
注
書
・

翻
訳
書
・
論
文
を
確
認
す
れ
ば
、
左
記
の
如
く
に
な
る
。

 
（
テ
キ
ス
ト
訳
註
）

 
「
新
評
註
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
 
（
三
省
堂
、
昭
7
・
1
0
）

 
（
翻
訳
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
．

 
『
新
訳
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
、
（
三
省
堂
、
昭
9
・
1
2
）

 
（
論
文
）
．

「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
論
序
説
 
-
浦
口
文
治
へ
の
関
わ
り
を
中
心
に
一

…
の
「
自
然
描
写
に
於
け
る
ミ
ル
ト
ン
と
沙
翁
」
（
『
英
語
青
年
』
昭
5
・
1
1
）

 
◎
「
O
の
「
一
〇
の
両
面
」
 
（
『
英
語
青
年
」
昭
5
・
1
1
）

 
日
「
出
9
巨
2
性
格
展
開
の
第
一
転
機
」
 
（
『
英
語
英
文
学
論
文
」
昭
7
・

 
 
1
）

 
㈱
「
出
塁
巨
霧
劇
に
お
け
る
、
口
Φ
．
ω
h
讐
、
の
意
義
」
 
（
『
英
文
学
研
究
』

 
 
昭
7
、
月
不
詳
）

 
㈲
「
沙
翁
劇
に
お
け
る
男
魯
の
二
用
法
」
 
（
『
英
語
青
年
』
昭
8
・
「
3
）

 
因
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
「
沙
翁
劇
に
於
け
る
．
、
句
諺
↓
．
、
」
 
ω
「
匡
帥
巨
簿
劇
に

 
 
於
け
る
、
．
出
Φ
．
ω
討
け
の
二
用
例
」
 
＠
「
ω
冨
吋
①
昭
Φ
費
①
劇
に
於
け
る

 
 
．
、
国
魯
、
．
の
二
用
例
」
 
（
自
家
版
、
昭
9
・
7
）

 
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
に
言
及
し
て
い
る
論
者
は
数
多
い
が
、
こ
の
浦
口
文
治

の
存
在
に
着
目
し
た
評
家
は
多
く
は
な
い
。
そ
の
筆
頭
に
挙
げ
る
べ
き
は
、

平
岡
敏
夫
氏
の
「
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
論
」
 
（
『
作
品
論
太
宰
治
」
双
文
社
出

版
、
昭
犯
・
6
）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
考
が
そ
の
後
の
論
文
に
及
ぼ
し
た
影
響

は
大
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
の
立
論
の
依
拠
し
て
い
る

書
が
、
 
『
新
評
註
』
で
は
な
く
、
翻
訳
で
あ
る
「
新
訳
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
で
あ
る

こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
時
を
そ
れ
ほ
ど
分
か
た
ず
、
し
か

も
注
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
訳
出
し
た
も
の
故
、
お
そ
ら
く
氏
の
指
摘
の
通
り
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
篤
学
の
士
で
あ
る
平
岡
氏
が
『
新
評
註
」
を
直
接
照
合
し
て
い

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
さ
ら
に
具
体
的
」
で
あ
る
と
か
、
 
「
一
段
と
明
確

に
示
さ
れ
て
い
る
」
と
か
と
説
く
時
、
筆
の
走
り
過
ぎ
と
み
る
の
は
筆
者
だ
け

で
あ
ろ
う
か
。
現
に
氏
自
身
が
明
確
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
『
新
評
註
」
の
方
は
見
る
機
会
を
得
て
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
「
ハ
ム

 
 
レ
ッ
ト
の
健
気
な
青
年
的
性
格
」
と
い
う
趣
旨
に
関
し
て
は
姉
妹
篇
た
る
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『
新
釈
」
が
さ
ら
に
具
体
的
で
、
 
「
政
治
の
正
義
化
と
家
庭
の
純
潔
化
」

 
 
と
あ
り
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」
が
十
五
節
よ
り
な
る
解
題
と
な
っ
て
い

 
 
て
、
著
者
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
は
一
段
と
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

 
 
る
。
 
『
新
評
註
』
の
そ
れ
と
重
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
む
ろ
ん
、
そ

 
 
れ
は
後
日
検
討
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
『
新
釈
」
の
「
あ
と
が
き
」
か
ら
、

 
 
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
を
少
し
み
て
お
こ
う
。

 
当
時
太
宰
が
参
看
で
き
た
翻
訳
書
は
坪
内
迫
遙
や
浦
口
文
治
の
そ
れ
の
み
と

は
言
い
難
い
。
文
学
的
出
発
を
遂
げ
た
昭
和
八
年
か
ら
執
筆
し
北
昭
和
十
六
年

の
ほ
ぼ
九
年
間
に
限
定
し
て
も
、
他
に
本
多
顕
彰
、
横
山
雄
策
、
日
高
只
一
（
遣

遙
と
共
訳
）
、
岡
橋
祐
・
三
神
勲
の
手
に
な
る
訳
書
が
存
在
す
る
。
と
り
わ
け
、

本
多
顕
彰
の
そ
れ
は
太
宰
と
ゆ
か
り
の
深
い
小
山
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
て
お

り
、
先
の
小
林
秀
雄
同
様
『
女
の
決
闘
」
の
寄
贈
者
の
一
人
で
も
あ
る
の
で
あ
'

る
。
さ
ら
に
ま
だ
訳
注
に
し
て
も
、
全
く
同
時
期
に
都
築
東
作
の
「
註
釈
集
中
，

『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
」
 
（
研
究
社
、
昭
7
、
未
見
）
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
昭
和

八
年
二
月
二
＋
八
日
発
行
の
研
究
社
『
英
文
学
研
究
』
に
は
、
浦
口
と
都
築
と

の
そ
れ
が
あ
た
か
も
注
釈
の
対
比
を
な
す
も
の
と
し
て
Y
・
N
氏
に
よ
っ
て
書

評
さ
れ
て
い
る
。
Y
・
N
氏
に
よ
れ
ば
、
都
築
東
作
の
『
註
釈
集
中
」
は
「
私

見
に
よ
る
取
捨
は
殆
ん
ど
加
へ
ず
、
互
に
相
矛
盾
す
る
解
釈
な
ど
も
許
す
限
り

列
挙
し
て
鑑
賞
者
の
判
断
」
に
委
ね
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
い
う
。

 
都
築
の
そ
れ
が
字
義
通
り
の
集
注
に
徹
し
て
い
る
の
に
対
し
、
浦
口
の
『
新

評
註
』
は
「
主
張
見
解
が
極
め
て
断
定
的
に
呈
示
さ
れ
」
、
ま
さ
に
「
快
刀
乱

麻
を
断
つ
」
が
如
き
あ
り
さ
ま
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
浦
口
『
新
評
註
」

の
顕
著
さ
は
次
の
二
点
で
あ
る
と
説
か
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

 
第
一
点
は
、
曽
凶
鵠
げ
⑦
匪
朝
の
天
文
学
・
占
星
学
民
俗
信
仰
等
に
関
し
て
き

わ
め
て
造
詣
が
深
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
太
宰
が
言
う
が
如
く
浦
口
の
『
新

評
註
』
は
上
段
に
原
文
が
、
下
段
に
注
釈
が
つ
い
て
い
る
が
、
例
え
ば
次
の
よ

う
な
箇
所
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
 
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
の
一
・
幕
一
場
に
お
け
る
ホ

レ
ー
シ
オ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
父
の
亡
霊
へ
の
科
白
の
部
分
で
あ
る
。

 
（
原
文
）開

立
。
＝
げ
鋤
。
。
叶
天
竺
団
ω
o
＝
旨
9
0
同
二
ω
①
o
h
＜
o
一
8
℃

ω
℃
8
犀
8
ヨ
①
脚

諏
匪
2
0
げ
o
o
5
団
o
q
8
α
夢
ぎ
α
q
8
げ
①
傷
。
昌
P

↓
ず
讐
ヨ
9
網
8
夢
8
幽
。
＄
ω
Φ
餌
づ
息
α
q
『
8
Φ
8
日
ρ

ω
冒
①
p
評
8
日
Φ
脚

 
こ
の
部
分
の
遣
点
訳
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
れ

 
 
 
有
声
あ
ら
ば
、
能
う
物
を
言
ふ
な
ら
ば
、
予
に
語
れ
。
…
予
に
は
功
徳

 
 
 
と
も
な
り
、
汝
に
は
心
安
め
と
も
な
る
事
の
あ
ら
ば
、
予
に
語
れ
。

 
 
 
（
ル
ビ
遣
遙
）

 
注
1
2

で
あ
る
が
、
こ
れ
に
付
し
た
浦
口
の
評
注
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

 
 
 
田
田
鑓
げ
①
星
章
大
衆
の
信
じ
た
処
に
よ
れ
ば
、
O
ゲ
。
。
。
け
に
四
つ
の
所

 
 
能
は
た
所
作
が
あ
っ
た
。
其
音
声
を
も
つ
て
人
間
に
語
り
掛
け
る
事
が
其

 
 
一
、
何
か
善
事
の
成
就
に
対
し
て
人
間
の
加
勢
を
期
待
し
た
こ
と
が
其

 
 
二
、
其
三
は
国
家
凶
事
の
機
密
を
人
間
に
漏
ら
す
事
で
、
其
四
は
其
在
世

 
 
中
に
折
角
積
上
げ
て
地
中
に
蔵
し
て
み
る
宝
に
執
着
し
つ
㌧
、
死
後
も
屡

 
 
々
地
上
を
歩
む
事
で
あ
る
。

 
第
二
点
は
「
感
傷
的
＝
鋤
巨
垂
目
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
正
義
の
具
現
者
と
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し
て
意
志
塚
口
瓢
巨
9
観
を
主
張
し
て
み
る
」
こ
と
で
あ
る
。
具
体
例
は
枚

挙
に
逮
が
無
い
が
、
こ
の
こ
と
は
浦
口
自
身
の
「
自
序
」
が
端
的
に
示
す
と
こ

ろ
の
も
の
で
も
あ
る
。

 
 
 
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
政
治
の
正
義
化
と
、
・
愛
情
の
純
潔
化
と
い
ふ
二
大
理
想

 
 
の
実
現
に
活
ぎ
て
行
っ
た
天
晴
健
気
な
青
年
で
あ
る
。
か
や
う
に
若
々
し

 
 
い
理
想
の
主
張
に
対
し
て
、
彼
の
場
合
に
撃
て
も
ま
た
必
然
的
に
直
ち
に

 
 
起
っ
て
来
た
の
が
当
時
の
社
会
的
環
境
に
対
す
る
葛
藤
と
衝
突
と
で
あ

 
 
る
。

 
あ
く
ま
で
エ
リ
ザ
ベ
ー
ス
朝
の
時
代
風
潮
で
読
め
ば
と
浦
口
は
但
し
書
き
を
付

す
が
、
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
わ
が
国
の
昭
和
七
年
、
ひ
い
て
は
昭
和
十
六
年
の
時

代
の
風
潮
と
も
響
き
あ
う
と
こ
ろ
に
「
新
知
識
を
得
た
」
、
す
な
わ
ち
、
時
代

性
、
太
宰
の
文
学
観
、
 
「
私
小
説
」
性
等
の
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
先
の
『
日
本
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
総
覧
』
に
よ
れ
ば
『
新
ハ
ム

レ
ッ
ト
」
執
筆
の
前
年
の
『
英
語
青
年
」
 
（
昭
1
5
・
6
）
の
「
片
々
録
」
欄
に

は
四
月
二
十
日
、
．
麻
布
英
文
学
会
で
浦
口
文
治
が
「
出
鎖
巨
卑
．
ω
O
冨
遷
9
興

鋤
ω
ω
o
Φ
昌
9
N
o
q
α
q
ず
ぼ
ω
肉
げ
矯
ヨ
。
↓
①
o
q
ω
」
と
題
す
る
講
演
を
し
た
こ
と
が

十
六
行
に
わ
た
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

 
「
浦
口
氏
の
沙
翁
研
究
論
」
な
る
も
の
が
こ
れ
で
あ
る
が
、
正
確
を
期
せ

ば
、
草
創
期
の
英
字
新
聞
「
↓
国
国
臼
》
勺
》
Z
》
U
＜
眼
肉
弓
一
ω
国
閑
」
四
月
二

三
日
（
火
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
℃
『
o
h
o
ω
ω
o
吋
∪
巴
二
〇
Φ
ω
O
冨
婦
8
8
同
O
h

ω
ゲ
㊤
閃
。
ω
娼
Φ
舞
Φ
、
。
陰
国
興
。
↓
ξ
o
ロ
α
q
げ
幻
げ
く
ヨ
。
↓
国
σ
q
ω
」
と
い
う
副
題
の
も

と
に
講
演
さ
れ
た
「
い
国
O
↓
d
知
辺
O
Z
口
》
冨
ピ
国
↓
O
岡
く
国
2
》
N
》
し
d
d

φ
即
O
d
勺
」
と
い
う
記
事
の
紹
介
で
あ
る
。
浦
口
文
治
が
詩
の
押
韻
を
通
じ
、

ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性
格
を
推
論
し
、
さ
ら
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
英
語
の
解
釈
に
つ

「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
論
序
説
一
浦
口
文
治
へ
の
関
わ
り
を
中
心
に
i

い
て
よ
り
論
理
的
・
総
合
的
方
法
の
必
要
性
を
説
き
、
好
評
を
博
し
た
と
い
う

の
が
主
た
る
内
容
で
あ
る
。
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。

〉
ピ
0
9
¢
同
Φ
o
づ
寓
愛
β
δ
け
．
ω
O
ゲ
鴛
①
9
0
『
霧
ω
o
①
昌
↓
プ
。
‘
ゆ
q
げ

出
♂
招
ず
く
ヨ
Φ
臼
β
。
σ
q
ω
≦
p
。
ω
α
q
凶
く
。
昌
。
づ
ω
9
ε
噌
α
9
団
。
＜
Φ
巳
旨
σ
q
ぎ

遊
げ
0
 
》
N
9
げ
＝
 
］
≦
Φ
け
7
0
巳
ω
什
 
O
ゴ
賃
「
O
ず
 
げ
Φ
h
O
「
Φ
 
什
ゴ
O
 
＞
N
g
o
げ
9

国
昌
σ
q
＝
ω
ず
 
＝
8
鑓
ε
8
 
ω
8
凶
Φ
け
団
 
げ
矯
 
℃
『
o
隔
⑦
ω
ω
9
 
b
σ
二
昌
旨

d
『
①
o
q
⊆
〇
三
℃
≦
ゲ
。
ず
p
ω
び
Φ
①
口
α
o
＜
9
ぎ
ぴ
q
o
o
昌
ω
置
巽
p
◎
三
①
け
一
8
0

8
け
げ
Φ
ω
什
信
α
鴫
o
h
ω
げ
ρ
評
①
ω
O
Φ
胃
⑦
．

 
太
宰
が
こ
う
い
う
も
の
ま
で
視
野
に
入
れ
て
い
た
と
は
思
え
な
い
が
、

の
浦
口
文
治
の
一
端
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

5

当
時

 
こ
れ
ま
で
み
て
・
き
た
浦
口
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
に
反
言
し
、
む
し
ろ
そ
の
敵
で

あ
る
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
あ
り
方
」
に
こ
そ
、
太
宰
治
と
「
ひ
と
し
い
も

の
、
同
根
で
あ
る
と
言
え
る
点
に
注
意
を
は
ら
う
必
要
が
あ
る
」
と
は
、
平
岡

氏
の
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
悪
と
は
「
無
意
識
の
殴
打
」
（
「
か
す
か
な
声
」
）

で
あ
り
、
ま
た
、
『
自
信
の
無
さ
」
を
大
事
に
し
」
「
卑
屈
の
素
直
な
肯
定
の
-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

申
か
ら
、
前
例
の
無
い
見
事
な
花
の
咲
く
こ
と
を
」
「
祈
念
」
す
る
（
「
自
信

の
無
さ
」
・
傍
点
太
宰
）
と
い
う
太
宰
が
、
浦
口
流
の
一
義
的
な
正
義
を
き
ど

る
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
に
反
擾
を
覚
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ

の
点
で
は
同
感
な
の
で
あ
る
が
、
戦
前
と
戦
中
と
の
落
差
を
考
慮
し
な
い
点
、
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、

き
ら
に
は
直
哉
描
く
ク
旨
旨
デ
ィ
ア
ス
を
「
『
気
の
弱
い
善
人
の
や
う
」
な
人

物
で
あ
り
、
正
義
と
愛
に
関
し
、
確
信
的
な
人
物
」
と
把
握
し
、
「
こ
の
よ
う

に
見
え
る
人
物
こ
そ
近
代
の
悪
な
の
だ
と
太
宰
は
言
っ
て
い
る
」
と
評
言
す
る

時
一
面
的
に
切
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
平
岡
氏
の
所
論
を
さ
ら
に
押
し
進
め
、
浦
口
の
『
新
評
註
」
と

太
宰
の
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
と
を
精
細
に
比
較
・
検
討
し
た
評
家
に
山
崎
正
純

氏
が
い
る
。
氏
は
「
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
論
-
表
現
の
虚
妄
を
見
据
え
る
眼
一
」

 
（
『
近
代
文
学
論
集
1
2
』
昭
6
1
・
1
1
）
な
る
論
考
で
、
「
浦
口
の
注
釈
が
描
き

出
す
」
「
苦
悩
す
る
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
姿
」
こ
そ
太
宰
が
依
拠
し
た
本
質
で

あ
る
と
強
調
し
、
こ
の
形
象
化
に
こ
そ
、
当
時
の
太
宰
の
苦
悩
が
重
奏
し
合
っ

て
い
る
と
読
み
取
る
の
で
あ
る
。
氏
の
言
う
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
と
は
、

 
 
 
過
去
に
お
け
る
〈
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
〉
の
抑
え
難
い
渇
望
に
従
っ
て
ガ

 
 
ー
ツ
ル
ー
ド
と
の
恋
に
殉
じ
、
ま
さ
に
そ
の
故
に
対
社
会
的
に
様
々
な
無

 
 
理
難
題
に
悩
ま
さ
れ
、
遂
に
当
の
女
性
に
さ
え
裏
切
ら
れ
る
男

な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
世
俗
の
中
で
「
大
人
」
と
し
て
生
き
よ

う
と
し
な
が
ら
「
根
本
の
所
で
は
未
だ
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
骨
が
ら
み
に

結
び
つ
」
く
と
太
宰
の
苦
悩
を
分
析
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
氏
の
評
言
は
き
わ

め
て
示
唆
に
富
む
。
 
「
自
信
の
無
さ
」
 
（
『
東
京
朝
日
新
聞
夕
刊
」
昭
1
5
・
6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・
 
●
 
●
 
●
 
●
注
1
3

・
2
）
と
言
い
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
「
生
活
は
弱
く
、
文
学
は
強
く
」
と
主
張

す
る
太
宰
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
太
宰
治
ほ
ど
画
一
化
し
た
も
の
の
見

-
方
、
概
念
化
・
先
入
観
を
忌
み
嫌
っ
た
作
家
は
少
な
い
。

 
こ
の
問
題
は
、
今
あ
た
た
め
て
い
る
テ
ー
マ
、
す
な
わ
ち
、
 
「
二
人
の
ク
ロ

ー
デ
ィ
ア
ス
ー
直
哉
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」
と
治
「
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」

と
一
」
へ
と
繋
が
り
、
ま
た
、
真
の
男
ら
し
さ
・
女
ら
し
さ
、
真
の
優
し
さ
と

は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
直
哉
で
云
え
ば
、
 
「
ク

ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
め
日
記
」
を
書
い
た
直
哉
も
真
実
な
ら
ば
、
と
同
時
に
「
父
を

失
ひ
、
母
が
自
分
の
好
き
で
な
い
叔
父
と
結
婚
し
た
と
い
ふ
だ
け
で
も
、
感
じ

易
い
若
者
に
は
」
 
「
立
派
な
悲
劇
は
作
り
あ
げ
ら
れ
る
」
と
考
え
、
 
「
『
ハ
ム

レ
ッ
ト
の
日
記
」
」
を
「
少
し
書
き
か
け
た
」
 
（
『
創
作
余
談
」
）
と
い
う
直

哉
も
い
る
こ
と
を
忘
れ
た
く
な
い
。

 
太
宰
で
言
う
な
ら
ば
、
こ
と
の
虚
実
を
椥
…
置
け
ば
あ
れ
ほ
ど
「
優
し
さ
」
と

は
「
人
を
憂
へ
る
、
ひ
と
の
淋
し
さ
難
し
さ
、
つ
ら
さ
に
敏
感
な
事
」
 
（
昭
2
1

・
4
・
3
0
、
河
盛
好
蔵
宛
書
簡
）
と
訴
え
な
が
ら
、
結
果
的
に
は
妻
子
の
眼
前

で
他
の
女
性
と
心
中
す
る
と
い
う
「
痛
み
」
の
感
覚
の
不
在
を
も
と
り
こ
み
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

※
こ
の
小
稿
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
本
学
英
米
文
学
科
の
朱
雀
成
子
、
今
井

 
夏
彦
両
教
授
か
ら
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
と
り
わ
け
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

 
ア
を
研
究
な
さ
っ
て
い
る
朱
雀
教
授
に
は
資
料
等
便
宜
を
与
え
ら
れ
た
。

 
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

注
1
 
板
垣
直
子
「
太
宰
治
論
」
 
（
『
新
潮
』
昭
1
6
・
1
0
）

注
2
 
奥
野
健
男
『
太
宰
治
論
」
 
（
近
代
生
活
社
、
昭
3
1
・
2
）

注
3
 
磯
貝
英
夫
「
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
論
」
（
『
一
冊
の
講
座
太
宰
治
」
（
有

 
 
 
精
堂
出
版
、
昭
5
8
・
3
）

注
4
 
相
馬
正
一
「
戦
時
下
の
創
作
活
動
」
 
（
『
評
伝
太
宰
治
 
第
三
部
」
、

 
 
・
筑
摩
書
房
、
昭
6
0
・
7
）
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注注注
765

注
8

注
9

注注注
12 11 10

注
1
3

注
3
に
同
じ
。

堤
重
久
『
恋
と
革
命
評
伝
・
太
宰
治
』
 
（
講
談
社
、
昭
4
8
・
8
）

佐
藤
泰
正
「
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
小
論
1
「
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
の
日
記
」

と
対
比
し
つ
つ
一
」
 
（
『
日
本
文
芸
学
の
体
系
」
8
8
・
1
1
）

山
崎
正
純
「
『
新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
論
一
表
現
の
虚
妄
を
見
据
え
る
眼
一
」

（
『
近
代
文
学
論
集
』
昭
6
1
・
1
1
）

津
島
文
治
「
肉
親
が
楽
し
め
な
か
っ
た
弟
の
小
説
」
 
（
『
噂
」
昭
4
8
・

6
）

注
7
に
同
じ
。

河
竹
登
志
夫
『
日
本
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
 
（
南
窓
社
、
昭
4
7
・
1
0
）

山
内
磁
史
氏
の
「
解
題
」
 
（
『
太
宰
治
全
集
第
四
巻
」
筑
摩
書
房
、
一

九
八
九
・
十
二
）
に
よ
れ
ば
、
太
宰
が
参
看
し
た
の
は
、
 
『
新
修
シ
ェ

ー
ク
ス
ピ
や
全
集
第
二
十
七
巻
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
 
（
中
央
公
論
社
、
屠
8

・
9
）
で
あ
ろ
う
と
の
指
摘
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」

（
『
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
や
全
集
」
創
元
社
、
昭
2
7
・
5
）
に
拠
っ
た
。

小
山
清
「
初
め
て
た
つ
ね
た
頃
の
こ
と
」
 
（
「
筑
摩
書
房
版
『
太
宰
治

全
集
」
月
報
4
」
昭
3
1
・
1
）
．
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新
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
論
序
説
一
浦
口
文
治
へ
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申
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