
は
じ
め
に

『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
お
け
る
坊
っ
ち
や
ん
と
清
と
の
関
係
は
、
先
行
論
文
に
て
、

「
恋
人
・
妻
の
イ
メ
ー
ジ
」
を
思
わ
せ
る
間
柄
（
注
１
）

を
は
じ
め
、「
清
が
坊
っ
ち
や

ん
の
理
想
像
と
し
て
実
像
を
超
え
て
構
築
さ
れ
た
」「
夢
想
」
と
な
っ
て
い
る
と
す

る
も
の
（
注
２
）
、
坊
っ
ち
や
ん
の
現
状
に
清
が
「
諦
め
」
を
見
て
い
る
と
す
る
も
の

（
注
３
）

な
ど
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
坊
っ
ち
や
ん
が
見
た
清
の
夢
に
基
づ
い
た
、
坊

っ
ち
や
ん
と
清
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ

う
に
思
う
。

そ
こ
で
今
回
は
、
坊
っ
ち
や
ん
が
見
た
清
の
夢
か
ら
、
坊
っ
ち
や
ん
と
清
と
の

新
た
な
関
係
を
導
き
た
い
。

一
　
清
の
夢
を
見
た
際
に
お
け
る
、
坊
っ
ち
や
ん
の
状
況

で
は
、
坊
っ
ち
や
ん
が
見
た
清
の
夢
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
そ
の

夢
を
見
る
直
前
に
交
わ
さ
れ
た
、
坊
っ
ち
や
ん
と
「
四
国
辺
」〔
一
〕
の
宿
屋
の
下

女
と
の
会
話
を
見
て
い
き
た
い
。

下
女
が
ど
ち
ら
か
ら
御
出
に
な
り
ま
し
た
と
聞
く
か
ら
東
京
か
ら
来
た
と
答

へ
た
。
す
る
と
東
京
は
よ
い
所
で
御
座
い
ま
せ
う
と
云
つ
た
か
ら
当
り
前
だ

と
云
つ
て
や
つ
た
。
膳
を
下
げ
た
下
女
が
台
所
へ
行
つ
た
時
分
、
大
き
な
笑

ひ
声
が
聞
え
た
。
く
だ
ら
な
い
か
ら
、
す
ぐ
寐
た
〔
二
〕

こ
こ
で
坊
っ
ち
や
ん
は
、
下
女
の
「
東
京
は
よ
い
所
で
御
座
い
ま
せ
う
」
と
い
う

言
葉
に
対
し
「
当
り
前
だ
」
と
返
答
す
る
。
こ
れ
は
、
四
国
に
着
い
た
際
の
坊
っ

ち
や
ん
の
態
度
が
「
野
蛮
な
所
だ
」〔
二
〕、「
人
を
馬
鹿
に
し
て
ゐ
ら
あ
、
こ
ん
な

所
に
我
慢
が
出
来
る
も
の
か
」〔
二
〕
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
坊
っ
ち
や
ん
が
四
国
に

対
し
偏
見
を
持
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
、
そ
の
た
め
、
下
女
の
社
交
辞
令
を
意
図

し
て
肯
定
し
た
常
識
外
れ
の
行
為
と
い
え
る
。
そ
の
後
、
下
女
は
「
大
き
な
笑
い

声
」
を
立
て
て
い
る
。
そ
し
て
、
坊
っ
ち
や
ん
は
そ
の
笑
い
声
を
、
明
確
な
理
由

も
付
け
ず
に
「
く
だ
ら
な
い
」
と
評
す
る
。
坊
っ
ち
や
ん
の
そ
の
言
葉
の
意
図
を

知
る
た
め
に
「
寐
た
」
後
に
見
た
清
の
夢
を
見
て
い
く
。

う
と

し
た
ら
清
の
夢
を
見
た
。
清
が
越
後
の
笹
飴
を
笹
ぐ
る
み
、
む
し

夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
や
ん
』
論
　

―
―
夢
の
意
味
、『
野
分
』
に
あ
る
越
後
を
関
ら
せ
て
―
―

鵜
　
川
　
紀
　
子
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や

食
つ
て
居
る
。
笹
は
毒
だ
か
ら
、
よ
し
た
ら
よ
か
ら
う
と
云
ふ
と
、

い
え
此
笹
が
御
薬
で
御
座
い
ま
す
と
云
つ
て
旨
さ
う
に
食
つ
て
居
る
。
お
れ

が
あ
き
れ
返
つ
て
大
き
な
口
を
開
い
て
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
と
笑
つ
た
ら
眼
が
覚
め
た
。

〔
二
〕

こ
こ
で
坊
っ
ち
や
ん
は
、
清
の
「
越
後
の
笹
飴
を
笹
ぐ
る
み
、
む
し
や

食
つ

て
居
る
」
と
い
う
行
動
に
「
あ
き
れ
返
つ
て
」
い
る
。
そ
れ
は
、
清
の
行
動
が
常

識
か
ら
外
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
坊
っ
ち
や
ん
は
、
そ
の
「
あ

き
れ
」
を
「
大
き
な
口
を
開
い
て
ハ
ヽ
ヽ
ヽ
と
笑
」
う
こ
と
で
表
す
。
こ
の
関
係

は
、
先
に
見
た
引
用
の
、
坊
っ
ち
や
ん
と
下
女
と
の
関
係
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
た
だ
今
日
の
出
来
事
を
夢
に
見
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

笑
う
側
と
笑
わ
れ
る
側
と
に
入
れ
替
わ
り
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
坊

っ
ち
や
ん
は
、
夢
と
い
う
自
分
の
無
意
識
下
の
意
識
の
中
で
、
馬
鹿
に
す
る
側
で

あ
っ
た
下
女
を
自
分
に
置
き
換
え
、
ま
た
、
馬
鹿
に
さ
れ
る
側
で
あ
っ
た
自
分
を

清
に
置
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
　
東
京
に
い
た
際
の
坊
っ
ち
や
ん
と
清

で
は
、
な
ぜ
坊
っ
ち
や
ん
は
馬
鹿
に
す
る
側
の
相
手
を
、
自
分
を
笑
っ
た
下
女

で
は
な
く
、
清
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
こ
と
を
、
坊
っ
ち
や

ん
と
清
と
の
関
係
を
解
明
す
る
糸
口
と
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
四
国
へ
来

る
以
前
、
東
京
に
い
た
際
の
坊
っ
ち
や
ん
と
清
と
の
関
係
を
整
理
す
る
。
坊
っ
ち

や
ん
は
自
身
と
清
と
を
、
以
下
の
よ
う
に
表
し
て
い
る
。

お
れ
は
到
底
人
に
好
か
れ
る
性
で
な
い
と
あ
き
ら
め
て
居
た
か
ら
、
他
人
か

ら
木
の
端
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
の
は
何
と
も
思
わ
な
い
、
却
つ
て
此
清

の
様
に
ち
や
ほ
や
し
て
く
れ
る
の
を
不
審
に
考
へ
た
。〔
一
〕

こ
の
よ
う
に
、
幼
少
時
の
坊
っ
ち
や
ん
は
「
到
底
人
に
好
か
れ
る
性
で
な
い
と
あ

き
ら
め
て
」
い
た
。
そ
の
た
め
、
清
が
な
ぜ
自
分
に
愛
情
を
傾
け
る
の
か
が
分
か

ら
ず
、
清
を
「
不
審
」
と
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
、
清
は
次
の
態
度
を
取
る
。

清
は
時
々
台
所
で
人
の
居
な
い
時
に
「
あ
な
た
は
真
っ
直
で
よ
い
御
気
性
だ
」

と
賞
め
る
事
が
時
々
あ
つ
た
。〔
一
〕

右
記
の
よ
う
に
、
清
は
坊
っ
ち
や
ん
を
可
愛
が
る
理
由
を
、
他
の
皆
が
嫌
う
坊
っ

ち
や
ん
の
「
性
」
に
こ
そ
見
出
し
て
い
る
と
示
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
坊
っ
ち
や

ん
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
。

然
し
お
れ
に
は
清
の
云
ふ
意
味
が
分
か
ら
な
か
つ
た
。
好
い
気
性
な
ら
清
以

外
の
も
の
も
、
も
う
少
し
善
く
し
て
く
れ
る
だ
ら
う
と
思
つ
た
。
清
が
こ
ん

な
事
を
云
ふ
度
に
お
れ
は
御
世
辞
は
嫌
だ
と
答
へ
る
の
が
常
で
あ
つ
た
。
す

る
と
婆
さ
ん
は
夫
だ
か
ら
好
い
御
気
性
で
す
と
云
つ
て
は
、
嬉
し
さ
う
に
お

れ
の
顔
を
眺
め
て
居
る
。（
中
略
）
少
々
気
味
が
わ
る
か
つ
た
。〔
一
〕

こ
の
よ
う
に
、
坊
っ
ち
や
ん
は
あ
く
ま
で
自
分
の
性
格
に
価
値
を
見
出
さ
ず
、
清

の
言
葉
を
聞
い
て
も
「
意
味
が
分
か
ら
な
」
い
と
し
て
、
頭
か
ら
拒
絶
し
て
い
た
。

確
か
に
、
坊
っ
ち
や
ん
は
清
を
信
じ
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
、「
好
い
気
性
な
ら
清

以
外
の
も
の
も
、
も
う
少
し
善
く
し
て
く
れ
る
だ
ら
う
」
と
挙
げ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
れ
を
「
御
世
辞
は
嫌
」
と
い
う
言
葉
で
伝
え
て
も
、
清
は
再
度
坊
っ
ち
や

ん
に
「
夫
だ
か
ら
好
い
御
気
性
」
と
価
値
を
見
出
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
坊
っ
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ち
や
ん
は
そ
れ
を
「
気
味
が
わ
る
」
い
と
評
す
る
に
い
た
る
。
こ
の
よ
う
に
、
清

に
何
度
愛
情
を
伝
え
ら
れ
て
も
、
坊
っ
ち
や
ん
は
そ
れ
を
信
じ
ら
れ
な
い
で
い
た

の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
当
時
の
坊
っ
ち
や
ん
は
、
清
が
自
分
を
可
愛
が
る

事
実
は
見
え
て
い
て
も
、
そ
の
理
由
ま
で
は
理
解
で
き
な
い
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
坊
っ
ち
や
ん
の
清
に
対
す
る
意
識
は
、
以
下
の
変
化
を
み
せ
る
。

清
は
お
れ
を
以
て
将
来
立
身
出
世
し
て
立
派
な
も
の
に
な
る
と
思
ひ
込
ん
で

居
た
。（
中
略
）
／
　
夫
か
ら
清
は
お
れ
が
う
ち
で
も
持
つ
て
独
立
し
た
ら
、

一
所
に
な
る
気
で
居
た
。（
中
略
）
お
れ
も
何
だ
か
う
ち
が
持
て
る
様
な
気
が

し
て
、
う
ん
置
い
て
や
る
と
返
事
丈
は
し
て
置
い
た
。
所
が
此
女
は
中
々
想

像
の
強
い
女
で
、（
中
略
）
勝
手
な
計
画
を
独
り
で
並
べ
て
居
た
。〔
一
〕

こ
こ
で
の
坊
っ
ち
や
ん
は
、
清
に
対
し
「
思
ひ
込
ん
で
」「
一
所
に
な
る
気
」「
勝

手
な
計
画
」
と
嫌
悪
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、「
う
ん
置
い
て
や
る
」
と

肯
定
す
る
「
返
事
」
を
し
て
お
り
、
清
を
受
け
入
れ
て
も
い
る
。
嫌
悪
し
つ
つ
も

肯
定
し
て
い
る
こ
の
態
度
は
、
先
の
清
の
愛
情
を
「
不
審
」
で
「
気
味
が
わ
る
」

い
も
の
と
し
、
拒
絶
し
て
い
た
坊
っ
ち
や
ん
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
識

の
変
遷
の
理
由
を
知
る
た
め
に
、
以
下
の
言
葉
を
見
る
。

此
下
女
は
も
と
由
緒
の
あ
る
も
の
だ
つ
た
さ
う
だ
が
、
瓦
解
の
と
き
に
零
落

し
て
、
つ
い
奉
公
迄
す
る
様
に
な
つ
た
の
だ
と
聞
い
て
居
る
。〔
一
〕

こ
の
清
の
「
も
と
由
緒
の
あ
る
も
の
」
と
い
う
過
去
と
、
坊
っ
ち
や
ん
へ
の
「
将

来
立
身
出
世
し
て
立
派
な
も
の
に
な
る
と
思
ひ
込
ん
で
居
た
」
態
度
と
を
併
せ
て

み
る
と
、
坊
っ
ち
や
ん
が
清
の
愛
情
を
「
不
審
」
と
思
わ
な
く
な
っ
て
き
た
理
由

が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、
清
の
愛
情
を
ま
さ
に
「
勝
手
な
計
画
」
の
一
端
で
あ

る
と
意
味
付
け
た
た
め
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
坊
っ
ち
や
ん
は
、
清
が
自
分
を
可

愛
が
る
の
は
、
清
が
「
将
来
立
身
出
世
」
し
た
自
分
を
利
用
し
て
、
再
び
「
由
緒

の
あ
る
も
の
」
に
返
り
咲
く
た
め
だ
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
坊

っ
ち
や
ん
の
中
で
清
の
愛
情
が
、
理
由
の
分
か
ら
な
い
「
不
審
」
な
も
の
か
ら
、

清
自
身
の
保
身
と
い
う
明
確
な
利
益
を
持
っ
た
納
得
の
で
き
る
行
為
に
変
わ
っ
て

い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
清
を
「
勝
手
」
と
嫌
悪
し
な
が
ら
も
、
そ
の
よ
う
に
打
算

的
な
清
だ
か
ら
こ
そ
、
返
っ
て
自
分
が
「
将
来
立
身
出
世
」
す
る
代
わ
り
に
愛
情

を
か
け
て
も
ら
え
る
と
い
う
保
障
が
見
え
、
安
心
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
が
、
坊
っ
ち
や
ん
は
年
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
自
分
を
「
清
が
な
る_

と
云

ふ
も
の
だ
か
ら
、
矢
っ
張
り
何
か
に
成
れ
る
ん
だ
ら
う
と
思
つ
て
居
た
。
今
か
ら

考
へ
る
と
馬
鹿
々
々
し
い
」〔
一
〕
と
悲
観
的
に
考
え
始
め
た
。
そ
の
上
で
、
清
へ

の
思
い
は
、
さ
ら
に
変
化
を
遂
げ
る
。

お
れ
の
来
た
の
を
見
て
、
起
き
直
る
が
早
い
か
、
坊
っ
ち
や
ん
何
時
家
を
御

持
ち
な
さ
い
ま
す
と
聞
い
た
。
卒
業
さ
へ
す
れ
ば
金
が
自
然
と
ポ
ツ
ケ
ツ
ト

の
中
に
湧
い
て
来
る
と
思
つ
て
居
る
。
そ
ん
な
に
え
ら
い
人
を
つ
ら
ま
え
て
、

ま
だ
坊
っ
ち
や
ん
と
呼
ぶ
の
は
愈
馬
鹿
気
て
居
る
。
お
れ
は
単
簡
に
当
分
う

ち
は
持
た
な
い
。
田
舎
へ
行
く
ん
だ
と
云
つ
た
〔
一
〕

坊
っ
ち
や
ん
は
、
清
の
「
何
時
家
を
御
持
ち
な
さ
い
ま
す
」
と
の
言
葉
に
「
当
分

う
ち
は
持
た
な
い
」
と
答
え
、
自
分
が
清
の
期
待
に
裏
切
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚

し
た
上
で
、
清
の
自
分
へ
の
態
度
を
「
馬
鹿
気
て
居
る
」
と
評
す
る
。
そ
こ
か
ら
、

坊
っ
ち
や
ん
が
、
清
の
期
待
に
応
え
ら
れ
な
い
自
分
を
恥
じ
る
の
で
は
な
く
、
清
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の
過
剰
な
期
待
を
愚
か
し
い
と
判
断
し
て
い
る
と
分
か
る
。

以
上
が
、
東
京
に
お
け
る
坊
っ
ち
や
ん
と
清
と
の
関
係
で
あ
る
。

三
　
坊
っ
ち
や
ん
が
清
を
夢
に
見
た
理
由

こ
こ
ま
で
で
見
て
き
た
、
東
京
に
お
け
る
坊
っ
ち
や
ん
の
清
へ
の
感
情
は
、
清

が
自
分
の
将
来
を
頼
っ
て
い
る
と
い
う
お
ご
り
と
、
そ
の
清
が
自
分
の
実
態
に
気

づ
い
て
い
な
い
こ
と
へ
の
軽
蔑
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
感
情
は
、
坊
っ
ち
や
ん
が
宿

屋
の
下
女
に
馬
鹿
に
さ
れ
た
原
因
で
あ
る
、
坊
っ
ち
や
ん
の
東
京
生
ま
れ
の
お
ご

り
と
田
舎
へ
の
蔑
視
と
に
そ
の
ま
ま
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
坊
っ
ち

や
ん
が
下
女
と
清
と
を
感
情
の
面
か
ら
重
ね
て
い
た
と
分
か
る
。
そ
れ
が
意
味
す

る
こ
と
は
、
坊
っ
ち
や
ん
が
自
分
の
偏
見
を
自
覚
し
た
上
で
、
夢
で
も
同
様
の
偏

見
を
繰
り
返
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
偏
見
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
坊
っ

ち
や
ん
に
と
っ
て
、
偏
見
は
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
偏
見
を
持
っ
て
い
る

自
分
こ
そ
が
正
し
く
、
清
や
下
女
は
そ
の
ま
ま
自
分
に
馬
鹿
に
さ
れ
続
け
る
べ
き

で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
坊
っ
ち
や
ん
は
返
っ
て
、
夢

の
中
に
下
女
を
そ
の
ま
ま
登
場
さ
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

そ
れ
を
す
る
と
、
坊
っ
ち
や
ん
は
下
女
に
笑
わ
れ
た
対
象
が
自
分
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
夢
で
仕
返
し
を
し
た
と
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
避
け
、
同
時
に
自

ら
の
鬱
憤
を
晴
ら
す
た
め
に
は
、
坊
っ
ち
や
ん
は
下
女
に
対
す
る
お
ご
り
と
蔑
視

と
い
う
同
等
の
条
件
を
抱
い
て
い
る
別
の
誰
か
を
馬
鹿
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
す
る
こ
と
で
、
坊
っ
ち
や
ん
は
自
ら
の
中
で
、
そ
の
お
ご
り
と

蔑
視
を
正
し
い
も
の
と
認
識
で
き
、
且
つ
仕
返
し
も
果
た
せ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
坊
っ
ち
や
ん
は
そ
の
正
し
い
は
ず
の
夢
か
ら
覚
め
て
し
ま
う
。
そ

し
て
見
た
も
の
が
「
下
女
が
雨
戸
を
明
け
て
ゐ
る
」〔
二
〕
姿
で
あ
る
。
つ
ま
り
坊

っ
ち
や
ん
は
、
下
女
に
よ
っ
て
夢
か
ら
覚
め
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た

し
て
も
、
下
女
に
よ
っ
て
自
分
の
正
し
さ
を
肯
定
す
る
邪
魔
を
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。
し
か
も
、
そ
の
直
後
、「
夕
べ
の
下
女
」〔
二
〕
は
「
や
に
に
や_

笑
つ
て

る
」〔
二
〕
と
変
わ
ら
ず
「
失
敬
」〔
二
〕
な
態
度
を
取
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
坊
っ

ち
や
ん
は
、
自
分
が
依
然
と
し
て
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
事
実
を
強
く
確
信
し
た
と

い
え
る
。
そ
こ
で
坊
っ
ち
や
ん
は
、
馬
鹿
に
さ
れ
て
い
る
現
在
の
状
態
を
何
と
か

し
よ
う
と
、「
茶
代
を
や
つ
て
驚
か
し
て
や
ら
う
」〔
二
〕
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

金
の
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
た
結
果
、
坊
っ
ち
や
ん
は
そ
れ
ま
で
「
靴
は
磨
い
て
な

か
つ
た
」〔
二
〕
と
い
う
よ
う
な
、
あ
か
ら
さ
ま
に
冷
遇
さ
れ
た
状
態
か
ら
、
次
の

よ
う
に
打
っ
て
変
わ
っ
て
優
遇
さ
れ
る
。

帳
場
に
坐
つ
て
居
た
か
み
さ
ん
が
、
お
れ
の
顔
を
見
る
と
急
に
飛
び
出
し
て

来
て
御
帰
り
‥
‥
‥
と
板
の
間
へ
頭
を
つ
け
た
。
靴
を
脱
い
で
上
が
る
と
、

御
座
敷
が
あ
き
ま
し
た
か
ら
と
下
女
が
二
階
へ
案
内
を
し
た
。
十
五
畳
の
表

二
階
で
大
き
な
床
の
間
が
つ
い
て
居
る
。
お
れ
は
生
れ
て
か
ら
ま
だ
こ
ん
な

立
派
な
坐
敷
へ
這
入
つ
た
事
は
な
い
。（
中
略
）
坐
敷
の
真
中
へ
大
の
字
に
寐

て
見
た
。
い
ゝ
心
持
ち
で
あ
る
。〔
二
〕

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
坊
っ
ち
や
ん
は
宿
屋
の
状
況
に
満
足
し
た
結
果
、
前

夜
は
馬
鹿
に
し
て
笑
っ
て
い
た
清
に
対
し
、
以
下
の
感
情
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
れ
は
、
坊
っ
ち
や
ん
の
清
へ
の
感
情
を
分
析
す
る
上
で
注
目
に
値
す
る
。
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昼
飯
を
食
つ
て
か
ら
早
速
清
へ
手
紙
を
か
い
て
や
つ
た
。
お
れ
は
文
章
が
ま

づ
い
上
に
字
を
知
ら
な
い
か
ら
手
紙
を
か
く
の
が
大
嫌
だ
。
又
や
る
所
も
な

い
。
然
し
清
は
心
配
し
て
居
る
だ
ろ
う
。
難
船
し
て
死
に
や
し
な
い
か
抔
と

思
つ
ち
や
困
る
か
ら
、
奮
発
し
て
長
い
の
を
書
い
て
や
つ
た
。〔
二
〕

こ
の
よ
う
に
、
昨
夜
は
全
く
気
に
も
留
め
て
い
な
か
っ
た
清
の
「
心
配
」
を
思
い

や
り
、
大
嫌
い
な
手
紙
で
も
「
奮
発
し
て
」
書
く
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
、
自
分
を
馬
鹿
に
し
て
い
た
下
女
を
屈
服
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
昨
夜
の
鬱
憤

が
晴
れ
、
清
に
対
す
る
八
つ
当
た
り
が
消
え
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
証

明
す
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
後
坊
っ
ち
や
ん
が
以
下
の
態
度
を
取
る
こ
と
も
、
分

析
の
上
で
重
要
で
あ
る
。

手
紙
を
か
い
て
仕
舞
つ
た
ら
、
い
ゝ
心
持
ち
に
な
っ
て
眠
気
が
さ
し
た
か
ら
、

最
前
の
様
に
坐
敷
の
真
中
へ
の
び

と
大
の
字
に
寐
た
。
今
度
は
夢
も
何

も
見
な
い
で
ぐ
つ
す
り
寐
た
。〔
二
〕

こ
の
「
手
紙
を
か
い
て
仕
舞
つ
た
ら
、
い
ゝ
心
持
ち
」
か
ら
は
、
清
を
思
い
や
る

自
分
に
対
す
る
自
己
満
足
が
察
せ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
坊
っ
ち
や
ん
は
昨
夜
の
清
へ

の
八
つ
当
た
り
を
清
算
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮
に
昨
晩
見
た
清
の
夢
が
、
一
般

的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
初
め
て
の
地
の
寂
し
さ
や
離
れ
た
清
へ
の
恋
し
さ
か

ら
見
た
夢
な
ら
ば
、
昨
夜
よ
り
も
、
清
の
「
心
配
」
を
思
い
や
り
手
紙
を
書
い
た

こ
の
時
こ
そ
夢
を
見
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
坊
っ
ち
や
ん
は
夢
を
見
ず
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、「
今
度
は
夢
も
何
も
見
な
い
で
ぐ
つ
す
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

寐
た
」（
鵜
川
注
・
以
下
、
傍
点
は
全
て
鵜

川
に
よ
る
。）

と
、
さ
も
清
々
し
た
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
と
て
も
前
夜
の
夢
を
好

意
的
に
捉
え
て
い
る
と
は
思
い
が
た
い
。
坊
っ
ち
や
ん
に
と
っ
て
、
前
夜
の
夢
は

恋
し
い
ど
こ
ろ
か
見
た
く
な
い
も
の
で
あ
り
、
夢
を
見
な
い
眠
り
こ
そ
が
、「
ぐ
つ

す
り
」
と
し
た
望
む
べ
き
眠
り
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
清
の
夢
が
坊
っ
ち
や
ん

に
と
っ
て
不
快
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
か
ら
、
清
の
夢
は
、
坊
っ
ち
や
ん
の
田
舎
へ
の
偏
見
と
、
そ
れ
を
非
と
認

め
る
こ
と
の
で
き
な
い
弱
さ
と
か
ら
出
た
自
己
保
身
に
基
づ
く
、
八
つ
当
た
り
の

感
情
で
見
た
も
の
と
分
か
る
。

四
　
夢
の
中
で
の
清
の
行
動
の
原
因

こ
れ
ま
で
よ
り
、
坊
っ
ち
や
ん
が
清
の
夢
を
見
た
理
由
は
明
ら
か
と
な
っ
た
。

で
は
な
ぜ
、
そ
の
夢
の
内
容
は
、
清
が
越
後
の
笹
飴
を
食
べ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の

か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
解
釈
を
見
出
せ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、

以
下
の
起
因
と
思
わ
れ
る
場
面
か
ら
考
察
を
始
め
て
い
き
た
い
。

「
何
か
見
や
げ
を
買
つ
て
来
て
や
ら
う
、
何
が
欲
し
い
」
と
聞
い
て
見
た
ら

「
越
後
の
笹
飴
が
食
べ
た
い
」
と
云
つ
た
。
越
後
の
笹
飴
な
ん
て
聞
い
た
事
も

な
い
。
第
一
方
角
が
違
ふ
。「
お
れ
の
行
く
田
舎
に
は
笹
飴
は
な
さ
ゝ
う
だ
」

と
云
つ
て
聞
か
し
た
ら
「
そ
ん
な
ら
、
ど
つ
ち
の
見
当
で
す
」
と
聞
き
返
し

た
。「
西
の
方
だ
よ
」
と
云
ふ
と
「
箱
根
の
さ
き
で
す
か
手
前
で
す
か
」
と
問

ふ
。
随
分
持
て
あ
ま
し
た
。〔
一
〕

こ
れ
は
、
坊
っ
ち
や
ん
が
田
舎
へ
行
く
三
日
前
に
交
わ
さ
れ
た
清
と
の
会
話
で
あ

る
。
こ
の
会
話
の
直
前
、
坊
っ
ち
や
ん
は
清
に
「
当
分
う
ち
は
持
た
な
い
。
田
舎

へ
行
く
」〔
一
〕
と
告
げ
、
清
を
「
非
常
に
失
望
し
た
容
子
」〔
一
〕
に
さ
せ
て
い
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る
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
清
を
「
余
り
気
の
毒
」〔
一
〕
と
感
じ
、「
慰
め
」〔
一
〕
始

め
る
。
そ
こ
か
ら
、
坊
っ
ち
や
ん
は
こ
の
「
見
や
げ
」
の
会
話
を
す
る
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
こ
で
の
坊
っ
ち
や
ん
は
、
な
ん
と
か
し
て
清
を
元
気
付
け
よ
う
と
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
通
り
に
、
坊
っ
ち
や
ん
は
、
は
じ
め
は
清
の
機
嫌
を

う
か
が
い
、
優
し
く
「
何
が
欲
し
い
」
と
尋
ね
て
い
る
。
が
、
そ
の
態
度
は
持
続

し
な
い
。
坊
っ
ち
や
ん
は
、
最
後
に
は
清
を
「
随
分
持
て
あ
ま
し
」
て
い
る
。
こ

の
変
化
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
坊
っ
ち
や
ん
は
、「
越
後
の
笹
飴
が
食
べ
た
い
」
と
の
清
の
言
葉
を
聞
き
、

「
越
後
の
笹
飴
な
ん
て
聞
い
た
事
も
な
い
」
と
感
じ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
疑
問
を
な

ぜ
か
、
肝
心
の
「
聞
い
た
事
も
な
い
」「
笹
飴
」
に
向
け
る
の
で
は
な
く
、「
笹
飴
」

を
売
っ
て
い
る
「
越
後
」
に
向
け
、「
第
一
方
角
が
違
ふ
」
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ

を
「
お
れ
の
行
く
田
舎
に
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、

笹
飴
は
な
さ
ゝ
う
だ
」
と
い
う
言
葉
に
の
せ
て
伝
え

る
と
、
清
は
そ
の
土
地
性
が
曖
昧
で
あ
る
答
え
に
対
し
、「
そ
ん
な
ら
、
ど
つ
ち
の

見
当
で
す
」
と
尋
ね
返
す
。
こ
の
問
い
に
は
〈
行
く
田
舎
を
聞
い
て
見
合
っ
た
土

産
を
頼
も
う
〉
と
い
う
目
的
が
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
坊
っ
ち
や
ん
は
、「
西
の
方
だ

、
、
、
、

よ、
」
と
さ
ら
に
曖
昧
な
答
え
を
繰
り
返
す
。
こ
れ
で
は
、
清
は
答
え
よ
う
が
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
行
く
田
舎
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
先
の
「
越
後
の
笹
飴
」
の
よ
う

に
、
再
び
見
当
違
い
の
答
え
を
し
て
し
ま
い
、
坊
っ
ち
や
ん
を
困
ら
せ
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
清
は
「
箱
根
の
さ
き
で
す
か
手
前
で
す
か
」
と
更
に

場
所
を
問
い
か
け
た
。
話
は
い
つ
の
間
に
か
、
土
産
よ
り
田
舎
の
場
所
に
す
り
か

わ
っ
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
坊
っ
ち
や
ん
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
清
は
自
分
の

将
来
に
頼
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
清
に
、「
地
図
で
見
る
と
海
浜
で

針
の
先
ほ
ど
小
さ
く
見
え
」〔
一
〕「
碌
な
所
で
は
あ
る
ま
い
」〔
一
〕
と
予
想
さ
れ

る
田
舎
に
行
く
事
実
を
告
げ
る
と
、
ま
す
ま
す
清
を
「
失
望
」
さ
せ
る
で
あ
ろ
う

た
め
、
清
の
問
い
に
は
答
え
ら
れ
な
い
。
だ
が
、
清
を
「
慰
め
」
る
以
上
、
そ
の

問
い
を
無
下
に
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
坊
っ
ち
や
ん
は
、
清
の
問
い
に
答
え
る
こ

と
が
で
き
ず
、
か
と
い
っ
て
、
清
を
叱
り
付
け
る
こ
と
も
で
き
ず
に
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
清
を
「
随
分
持
て
あ
ま
し
た
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

困
惑
の
思
い
が
、
肝
心
の
土
産
の
話
を
し
な
い
ま
ま
に
会
話
を
や
め
て
し
ま
う
と

い
う
結
果
へ
坊
っ
ち
や
ん
を
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
こ
の
会
話
が
結
局
の
と
こ
ろ
、
坊
っ
ち
や
ん
の
行

く
四
国
と
は
全
く
関
わ
り
を
見
せ
ず
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
も

ち
ろ
ん
、
坊
っ
ち
や
ん
が
清
に
行
く
田
舎
を
四
国
と
告
げ
な
い
た
め
に
起
こ
っ
た

事
態
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
四
国
に
行
く
こ
と
を
告
げ
る
た
め
に
始
ま

っ
た
会
話
に
し
て
は
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、
こ
こ
で
こ
の
場
面
を
、
作
者
漱
石
の
視
点
か
ら
分
析

し
て
み
た
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
会
話
の
発
端
が
「
何
か
見
や
げ
を
買
つ
て
来
て
や

ら
う
」
で
あ
る
こ
と
は
、
土
産
と
い
う
具
体
的
な
品
物
か
ら
、
坊
っ
ち
や
ん
が
行

く
四
国
の
印
象
を
強
め
る
目
的
で
あ
る
か
と
予
測
さ
せ
得
る
。
と
こ
ろ
が
、
問
わ

れ
た
清
が
唐
突
に
「
越
後
の
笹
飴
」
と
答
え
た
こ
と
で
、
そ
の
印
象
は
一
気
に
四

国
か
ら
遠
ざ
か
る
。
だ
が
、
仮
に
漱
石
が
こ
の
場
面
で
本
当
に
四
国
を
表
し
た
か

っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
見
当
違
い
で
あ
る
「
越
後
の
笹
飴
」
は
す
ぐ
に
打
ち
消
さ
れ
、

四
国
に
相
応
し
い
土
産
を
出
す
の
が
適
当
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う
は
な
ら

ず
、
坊
っ
ち
や
ん
は
清
を
「
持
て
あ
ま
」
す
あ
ま
り
、
他
の
土
産
を
出
さ
な
い
こ
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と
は
お
ろ
か
、
行
く
田
舎
で
あ
る
四
国
の
印
象
さ
え
、
言
葉
を
濁
し
ご
ま
か
し
続

け
、
故
意
に
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
面
の
印
象
は
唯
一
出

て
き
た
、
見
当
違
い
の
「
越
後
の
笹
飴
」
に
落
ち
着
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
不
自
然
な
ま
で
の
結
果
か
ら
考
え
る
と
、
漱
石
が
本
来
こ
の
会
話
で
示
し

た
か
っ
た
言
葉
は
、
四
国
で
は
な
く
、「
越
後
の
笹
飴
」
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
こ
の
会
話
は
、
坊
っ
ち
や
ん
が
四
国
へ
出
立
す
る
直
前
の
場
面
で
も

あ
る
。
つ
ま
り
、
間
際
の
場
面
に
て
、
漱
石
が
あ
え
て
「
越
後
の
笹
飴
」
を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
示
し
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

五
　
越
後
と
『
野
分
』

で
は
、
そ
の
「
越
後
の
笹
飴
」
と
は
何
か
と
い
う
と
、「
葉
の
広
く
大
き
い
越
後
、
、

特
有
、
、

の
笹
に
く
る
ん
で
、
そ
の
移
り
香
を
賞
味
す
る
飴
。」（
注
４
）

で
あ
る
。
坊
っ
ち

や
ん
は
そ
の
飴
を
「
聞
い
た
事
も
な
い
。」
と
知
ら
な
い
様
子
を
見
せ
る
が
、
清
が

「
越
後
、
、

の
笹
飴
」
と
産
地
を
示
し
た
た
め
、
そ
れ
が
ど
こ
の
土
産
な
の
か
は
分
か
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
お
れ
の
行
く
田
舎
に
は
笹
飴
は
な
さ
ゝ
う
だ
」
と
判
断
で

き
、
土
産
か
ら
坊
っ
ち
や
ん
の
行
く
田
舎
の
場
所
へ
と
会
話
が
逸
れ
る
き
っ
か
け

の
言
葉
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
に
、
こ
の
「
越
後
の
笹
飴
」
は
、

土
産
の
内
容
と
し
て
の
「
笹
飴
」
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
そ
の
産
地

が
「
越
後
」
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
「
越
後
」
が
描
か
れ
た
漱
石
の
作
品
と
い
え
ば
、『
野
分
』
で
あ
る
。『
野

分
』
の
主
人
公
、
白
井
道
也
は
元
中
学
教
師
で
あ
り
、
初
め
て
赴
任
し
た
地
は
越

後
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
あ
る
石
油
会
社
が
絶
大
な
力
を
持
っ
て
お
り
、
人
々
に

は
金
銭
が
全
て
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
蔓
延
っ
て
い
た
。
道
也
は
そ
れ
に
反
発
を

示
し
、
演
説
会
に
て
金
力
と
品
性
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
と
述
べ
た
。
そ
の

結
果
、
町
全
体
を
敵
に
回
し
、
越
後
を
去
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
『
野
分
』
に
お
い

て
、「
越
後
」
は
黄
白
万
能
主
義
そ
の
も
の
と
意
味
付
け
ら
れ
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
と
『
野
分
』
と
で
は
、
初
出
年
月
は
『
坊
っ
ち
や

ん
』
の
方
が
先
を
い
く
（
注
５
）
。
し
か
し
、
そ
の
執
筆
時
期
は
一
年
も
開
い
て
い
な

い
。
つ
ま
り
、
漱
石
が
『
野
分
』
に
て
書
き
表
し
た
越
後
へ
の
イ
メ
ー
ジ
が
、『
坊

っ
ち
や
ん
』
執
筆
時
に
お
い
て
、
全
く
作
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な

い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
明
治
三
九
年
の
漱
石
の
手
帳
か
ら
窺
え
る
。

神
を
恐
る
ゝ
癖
に
人
を
恐
れ
ず
。
／
　
今
の
世
の
豪
商
と
か
金
満
家
と
云
ふ

も
の
は
常
に
恐
れ
つ
ゝ
あ
る
。
何
を
恐
れ
つ
ゝ
あ
る
か
と
云
へ
ば
金
を
失
ふ

事
と
権
力
を
失
ふ
事
を
恐
れ
つ
ゝ
あ
る
。
／
　
金
は
何
の
為
に
失
ふ
か
。
権

力
は
何
の
為
に
失
ふ
か
。
彼
等
を
し
て
金
と
権
力
を
失
は
し
む
る
も
の
は
何

で
あ
る
か
。
―
―
人
で
あ
る
。
金
や
力
を
失
う
の
を
恐
れ
て
人
を
恐
れ
ぬ
の

は
、
濡
れ
る
事
を
恐
れ
て
、
雨
を
恐
れ
ぬ
盲
人
で
あ
る
。（
注
６
）

金
や
権
力
に
の
み
固
執
し
、
人
に
大
事
を
置
か
な
い
人
間
を
非
難
す
る
記
述
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
先
の
『
野
分
』
内
の
「
越
後
」
の
黄
白
万
能
主
義
と
重
な
る
。
そ

し
て
、
こ
の
手
帳
の
記
述
よ
り
一
つ
前
に
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
記
述
に
は
『
坊

っ
ち
や
ん
』
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
が
見
ら
れ
、
こ
の
記
述
よ
り
二
つ
後
に
書
か
れ

た
と
思
わ
れ
る
記
述
に
は
『
野
分
』
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
か

ら
分
か
る
こ
と
は
、
限
り
な
く
両
作
品
執
筆
時
期
に
近
い
時
点
で
、
漱
石
が
金
力

三
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と
そ
れ
が
も
た
ら
す
権
力
と
に
つ
い
て
憤
り
を
感
じ
、
そ
れ
ら
が
人
間
に
良
い
影

響
を
与
え
な
い
と
捉
え
て
い
た
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
漱
石
は
、
そ
の
金
力
と
権

力
と
へ
の
憤
り
の
思
い
を
『
野
分
』
に
お
い
て
「
越
後
」
の
地
に
託
し
た
。
だ
が
、

こ
こ
で
疑
問
が
出
て
く
る
。
な
ぜ
漱
石
は
、
金
力
と
権
力
と
に
固
執
す
る
人
間
が

蔓
延
る
地
と
し
て
「
越
後
」
を
選
ん
だ
の
か
。
そ
れ
を
解
く
た
め
に
、
注
目
す
べ

き
人
物
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
新
潟
出
身
で
漱
石
の
大
学
同
窓
生
で
あ
る
坂
牧

善
辰
で
あ
る
。

六
　
坂
牧
と
漱
石
と
に
お
け
る
暴
力
へ
の
考
え
方

坂
牧
は
漱
石
の
書
簡
に
て
、
以
下
の
よ
う
に
登
場
す
る
。

小
生
は
其
後
毎
日
弓
術
を
強
勉
致
居
候
（
中
略
）
小
屋
坂
牧
、
、

吉
田
長
谷
川
斉

藤
西
谷
等
皆
々
執
心
に
候
（
注
７
）

こ
の
よ
う
に
、
坂
牧
は
漱
石
と
弓
術
仲
間
と
し
て
付
き
合
い
が
あ
っ
た
と
分
か
る
。

坂
牧
は
、
地
元
で
あ
る
新
潟
の
『
三
条
市
歴
史
民
俗
産
業
資
料
館
』（
注
８
）

に
て
、
以

下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

「
白
井
道
也
は
文
学
者
で
あ
る
」
で
始
ま
る
夏
目
漱
石
の
『
野
分
』。
こ
の

「
白
井
道
也
」
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
、
古
志
郡
山
古
志
村

出
身
で
、
三
条
中
学
校
二
代
目
校
長
を
務
め
た
坂
牧
善
辰
で
す
。（
中
略
）
名

校
長
と
し
て
名
高
い
人
物
で
す
。（
中
略
）
東
京
大
学
の
予
備
門
（
中
略
）
に

入
学
し
ま
す
。（
中
略
）
坂
牧
は
特
に
漱
石
と
親
し
か
っ
た
よ
う
で
す
。
／

初
め
て
校
長
と
し
て
赴
任
し
た
長
岡
中
学
で
、
素
行
の
悪
い
成
金
の
子
弟
た

ち
に
、
先
輩
に
あ
た
る
学
生
が
制
裁
を
加
え
る
と
い
う
事
件
が
起
こ
り
ま
し

た
。
当
時
、
特
に
素
行
の
悪
い
生
徒
に
対
す
る
先
輩
か
ら
の
制
裁
は
黙
認
さ

れ
て
い
た
た
め
、
金
持
ち
の
こ
ど
も
と
貧
乏
な
こ
ど
も
を
区
別
し
な
か
っ
た

坂
牧
善
辰
は
親
た
ち
に
対
し
て
謝
罪
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
親
達
に

よ
る
校
長
排
斥
運
動
が
起
こ
り
、
長
岡
中
学
校
を
去
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
／
　
『
野
分
』
の
冒
頭
は
、
こ
の
事
件
を
も
と
に
書
か
れ
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
坂
牧
は
道
也
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
お
り
、『
野
分
』
に
て
語
ら
れ
て
い

る
「
越
後
」
の
黄
白
万
能
主
義
は
、
坂
牧
の
元
で
起
こ
っ
た
一
連
の
事
件
（
注
９
）

が

も
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
真
実
で
あ
る
の
か
を
知
る
た
め
に
、
以
下

よ
り
、
あ
え
て
、『
野
分
』
で
は
な
く
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
お
け
る
暴
力
の
描
写

か
ら
、
漱
石
と
坂
牧
の
暴
力
に
対
す
る
対
応
の
比
較
を
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
に

よ
り
、『
野
分
』
だ
け
で
な
く
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
お
け
る
「
越
後
」
の
取
り
扱

い
が
判
然
と
す
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。

山
嵐
は
拳
骨
を
食
は
し
た
。
赤
シ
ヤ
ツ
は
よ
ろ

し
た
が
「
是
は
乱
暴
だ
、

狼
藉
で
あ
る
。
理
非
を
弁
じ
な
い
で
腕
力
に
訴
へ
る
の
は
無
法
だ
」
／
「
無

法
で
沢
山
だ
」
と
ま
た
ぽ
か
り
と
撲
ぐ
る
。「
貴
様
の
様
な
奸
物
は
な
ぐ
ら
な

く
つ
ち
や
、
答
へ
な
い
ん
だ
」
と
ぽ
か

な
ぐ
る
。（
中
略
）「
貴
様
等
は

奸
物
だ
か
ら
、
こ
う
や
つ
て
天
誅
を
加
へ
る
ん
だ
。
こ
れ
に
懲
り
て
以
来

つ
ゝ
し
む
が
い
ゝ
。
い
く
ら
言
葉
巧
み
に
弁
解
が
立
つ
て
も
正
義
は
許
さ
ん

ぞ
」
と
山
嵐
が
云
つ
た
（
中
略
）
／
「
お
れ
は
逃
げ
も
隠
れ
も
せ
ん
。（
中

略
）
用
が
あ
る
な
ら
巡
査
な
り
な
ん
な
り
、
よ
こ
せ
」
と
山
嵐
が
云
ふ
か
ら
、

四
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お
れ
も
「
お
れ
も
逃
げ
も
隠
れ
も
し
な
い
ぞ
。（
中
略
）
警
察
へ
訴
へ
た
け
れ

ば
、
勝
手
に
訴
へ
ろ
」
と
云
つ
て
、
二
人
し
て
す
た

あ
る
き
出
し
た
。

〔
十
一
〕

こ
こ
で
ま
ず
、
比
較
の
た
め
に
、
坂
牧
の
事
件
と
右
の
引
用
と
を
、
人
物
の
立
場

別
に
整
理
し
て
み
る
。
始
め
に
、
暴
力
を
振
る
っ
た
人
間
は
〈
先
輩
に
あ
た
る
学

生
〉
と
〈
坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
〉
と
で
あ
る
。
次
に
、
暴
力
を
受
け
た
人
間
は

〈
素
行
の
悪
い
成
金
の
子
弟
〉
と
〈
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
〉
と
で
あ
る
。
最
後
に
そ
れ

を
統
括
す
る
人
間
と
し
て
い
る
の
が
、
校
長
で
あ
る
〈
坂
牧
〉
と
作
者
で
あ
る

〈
漱
石
〉
と
で
あ
る
。
で
は
、
分
析
に
入
る
。

引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
と
は
、
赤
シ
ャ
ツ
の
「
腕
力
に
訴

へ
る
の
は
無
法
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
、「
無
法
で
沢
山
」
と
答
え
て
い
る
。
自
分

た
ち
の
行
動
を
「
天
誅
」
と
い
い
、「
正
義
」
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
れ
が
見

方
を
変
え
る
と
「
無
法
」
と
も
分
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
山
嵐

は
そ
の
責
任
を
果
た
す
た
め
に
「
逃
げ
も
隠
れ
も
」
し
な
い
か
ら
「
巡
査
」
を
よ

こ
せ
と
言
い
、
坊
っ
ち
や
ん
も
同
意
し
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
坊
っ
ち
や
ん

は
「
い
た
づ
ら
と
罰
は
つ
き
も
ん
だ
。
罰
が
あ
る
か
ら
い
た
づ
ら
も
心
持
ち
よ
く

出
来
る
」〔
四
〕
と
い
う
信
念
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
坊
っ
ち
や
ん
は
自
分
の

行
動
に
対
し
、
ど
う
い
う
意
図
で
行
っ
た
に
せ
よ
、
悪
と
判
断
で
き
る
行
動
な
ら
、

き
ち
ん
と
罰
を
受
け
入
れ
、
反
省
す
べ
き
だ
と
い
う
責
任
感
を
持
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
責
任
感
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
心
持
ち
よ
く
」
自
分
の
思
想

の
赴
く
ま
ま
に
行
動
で
き
る
と
思
っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
に
、
坊
っ
ち
や

ん
と
山
嵐
と
は
、
暴
力
を
そ
の
ま
ま
「
正
義
」
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
く
、

自
分
の
信
念
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め

の
罰
な
ら
受
け
入
れ
る
覚
悟
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
考
え
を
坊
っ
ち
や
ん
に
持
た
せ
て
い
た
漱
石
が
、
坂
牧
の
行
っ
た
、
生
徒

の
暴
力
に
対
す
る
「
黙
認
」
行
為
を
「
名
校
長
」
と
捉
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
は

い
え
、
確
か
に
『
坊
っ
ち
や
ん
』
で
も
、
坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
と
の
鉄
建
制
裁
は
、

「
下
女
に
巡
査
は
来
な
い
か
と
聞
い
た
ら
参
り
ま
せ
ん
と
答
へ
た
。
赤
シ
ヤ
ツ
も
野

だ
も
訴
へ
な
か
つ
た
な
あ
と
二
人
は
大
き
に
笑
つ
た
」〔
十
一
〕
と
「
黙
認
」
さ
れ

た
。「
腕
力
に
訴
へ
る
の
は
無
法
」
と
暴
力
を
悪
と
し
た
赤
シ
ャ
ツ
が
警
察
に
通
報

し
な
か
っ
た
こ
の
行
為
は
一
見
、
紛
れ
も
な
く
坂
牧
の
行
っ
た
「
黙
認
」
と
同
等

と
考
え
ら
れ
、「
罰
が
あ
る
か
ら
い
た
づ
ら
も
心
持
ち
よ
く
出
来
る
」
と
い
う
坊
っ

ち
や
ん
の
考
え
と
矛
盾
す
る
か
に
捉
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
作
者
漱
石
が

、
、
、

坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
と
の
暴
力
を
「
黙
認
」
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
赤
シ
ャ
ツ
が

、
、
、
、
、

坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
と
の
暴
力
を
「
黙
認
」
し
た
こ
と
を
漱
石
が
描
い
た
、
と
い

え
る
。
そ
し
て
前
者
と
後
者
と
で
は
、
意
味
が
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
坊
っ
ち
や
ん
は
暴
力
を
「
正
義
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

示
す
手
段
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
貫
く
た
め
な
ら
ば
、「
警
察
へ
訴
へ

た
け
れ
ば
、
勝
手
に
訴
へ
ろ
」
と
言
い
、「
巡
査
は
来
な
い
か
」
と
尋
ね
る
ほ
ど
覚

悟
を
決
め
て
い
た
。
そ
の
姿
勢
か
ら
は
、
自
身
の
行
動
の
正
し
さ
の
確
信
と
、
赤

シ
ャ
ツ
の
「
奸
物
」
ぶ
り
へ
の
憤
り
が
見
て
と
れ
る
。
そ
れ
は
、
赤
シ
ャ
ツ
に
も

感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
赤
シ
ャ
ツ
は
警
察
に
通
報
し
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
罰
を
受
け
る
覚
悟
で
行
動
し
た
坊
っ
ち
や
ん
に
は
、

も
は
や
恐
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
が
、「
奸
物
」
で
あ
る
赤
シ
ャ
ツ
に
は
恐
れ
る
も

四
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の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
罰
を
恐
れ
ぬ
坊
っ
ち
や
ん

が
警
察
に
行
け
ば
、
な
ん
ら
隠
す
こ
と
な
く
、
自
分
た
ち
が
罪
で
あ
る
暴
力
を
犯

す
ま
で
に
至
っ
た
全
て
の
経
緯
、
つ
ま
り
、
赤
シ
ャ
ツ
の
「
奸
物
」
ぶ
り
を
告
白

す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
実
際
に
罪
に
問
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、

赤
シ
ャ
ツ
の
「
奸
物
」
ぶ
り
は
、
確
実
に
他
者
に
伝
わ
る
こ
と
に
な
る
。
な
に
し

ろ
赤
シ
ャ
ツ
は
、
坊
っ
ち
や
ん
に
「
奸
物
」
ぶ
り
の
決
定
的
瞬
間
を
見
ら
れ
、
追

い
詰
め
ら
れ
た
と
き
で
す
ら
、「
証
拠
が
あ
り
ま
す
か
」〔
十
一
〕
と
言
い
逃
れ
を

試
み
、
自
ら
の
罪
を
認
め
る
覚
悟
な
ど
毛
頭
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
赤
シ
ャ

ツ
に
と
っ
て
は
、
自
分
た
ち
の
「
腕
力
に
訴
へ
る
の
は
無
法
」
と
い
う
正
論
な
ど

捨
て
て
も
な
ん
ら
惜
し
い
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
坊
っ
ち
や
ん
の
暴
力
を

「
黙
認
」
し
、
自
分
た
ち
の
「
奸
物
」
ぶ
り
を
坊
っ
ち
や
ん
以
外
か
ら
隠
す
方
が
よ

ほ
ど
大
切
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
赤
シ
ャ
ツ
が
坊
っ
ち
や
ん
を
警
察

に
訴
え
れ
ば
、
自
身
も
不
利
に
な
る
と
判
断
し
た
こ
と
が
分
か
り
、
そ
の
時
点
で

赤
シ
ャ
ツ
が
自
分
の
罪
を
自
分
の
中
で
だ
け
は
認
め
、
坊
っ
ち
や
ん
の
行
動
を
一

つ
の
「
正
義
」
の
要
素
も
あ
る
と
し
て
受
け
入
れ
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
で
あ

る
か
ら
こ
そ
、
坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
と
は
、
警
察
が
来
て
い
な
い
と
わ
か
り
、「
大

き
に
笑
」
う
ほ
ど
嬉
し
が
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
罰
が
あ
る
か
ら
い
た
づ

ら
も
心
持
ち
よ
く
出
来
る
」
と
思
っ
て
い
る
坊
っ
ち
や
ん
た
ち
が
、
単
に
罰
を
逃

れ
て
喜
ぶ
は
ず
が
な
い
。
坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
と
は
、
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
と
が
警

察
を
呼
ば
な
い
と
い
う
形
で
、
坊
っ
ち
や
ん
の
「
正
義
」
を
「
正
義
」
と
受
け
入

れ
た
と
分
か
っ
た
か
ら
こ
そ
喜
ん
だ
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
で
の
暴
力
の
「
黙
認
」
は
、
被
害
者
で
あ
る
赤
シ
ャ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ツ
自
身
が

、
、
、
、

、
暴
力
を
振
る
わ
れ
た
自
分
が
悪
で
あ
っ
た
と
認
め
、
暴
力
を
「
正
義
」

と
し
て
受
け
入
れ
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
。
第
三
者
が

、
、
、
、

坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
と
を
許

し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
坂
牧
の
「
素
行
の
悪
い
生
徒
に
対
す

る
先
輩
か
ら
の
制
裁
は
黙
認
さ
れ
て
い
た
」
た
め
、「
謝
罪
」
を
行
わ
な
か
っ
た
と

い
う
行
為
は
、
漱
石
に
「
名
校
長
」
と
受
け
止
め
ら
れ
た
と
は
判
断
し
が
た
い
。

な
ぜ
な
ら
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
準
え
て
考
え
る
な
ら
ば
、
中
学
校
で
「
素
行
の
悪

い
生
徒
に
対
す
る
先
輩
か
ら
の
制
裁
は
黙
認
さ
れ
て
い
た
」
理
由
は
、
そ
の
「
素、

行
の
悪
い
生
徒

、
、
、
、
、
、

」
自
身
、
、

が
、「
制
裁
」
を
受
け
入
れ
て
い
た
た
め
に
成
立
し
て
い
た

事
柄
で
あ
り
、
第
三
者
で
あ
る
校
長
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、

そ
れ
を
「
黙
認
」
す
る
理
由
は
ど
こ
に
も

な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
以
上
に
見
て
き
た
漱
石
の
考
え
方
に
基
づ
く
な
ら

ば
、
校
長
と
い
う
第
三
者
は
、
生
徒
に
正
し
く
暴
力
の
二
面
性
を
理
解
さ
せ
、
自

分
の
思
想
と
行
動
と
に
対
し
、
責
任
感
を
持
つ
よ
う
導
く
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。七

　
坂
牧
の
思
想

こ
こ
で
、
そ
も
そ
も
坂
牧
が
本
当
に
道
也
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
ど

う
か
を
知
る
た
め
に
、
坂
牧
が
自
身
の
教
育
方
針
に
つ
い
て
記
し
た
「
訓
育
上
の

基
本
思
想
」（
注
10
）

を
見
て
い
き
た
い
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
坂
牧
の
人
物
像
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
り
、
著
さ
れ
た
年
代
よ
り
、
漱
石
が
坂
牧
の
文
章
を

読
め
な
い
こ
と
は
承
知
の
上
で
の
分
析
で
あ
る
。

眞
の
自
由
は
籠
の
中
の
カ
ナ
リ
ヤ
の
自
由
で
あ
る
。
即
ち
人
間
と
い
ふ
一
種

四
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の
カ
ナ
リ
ヤ
が
、
法
律
と
道
徳
、
國
家
と
社
會
と
い
ふ
籠
の
中
に
於
て
享
有

す
る
自
由
が
眞
の
尊
き
自
由
で
あ
る
。（
中
略
）
此
の
籠
を
破
れ
ば
一
寸
大
自

由
を
得
ら
れ
る
か
の
様
に
見
え
る
が
、
實
は
大
不
自
由
な
修
羅
の
巷
に
出
る

の
で
あ
る
。
／
　
差
別
な
き
平
等
は
悪
平
等
（
偽
平
等
）
で
あ
り
、
平
等
な

き
差
別
は
悪
差
別
（
偽
差
別
）
で
あ
る
。
精
神
界
に
も
物
質
界
に
も
凡
て
平

等
と
差
別
の
兩
面
が
あ
る
か
ら
一
面
の
み
を
見
て
、
他
を
忘
れ
る
様
な
こ
と

が
あ
れ
ば
忽
ち
自
他
共
に
其
の
害
毒
を
蒙
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
然
る
に
平

等
を
唯
一
無
二
の
眞
理
と
思
う
て
、
妄
り
に
階
級
打
破
を
叫
ん
で
社
會
の
秩

序
を
亂
す
も
の
は
、
病
的
思
想
の
持
主
で
あ
る
が
、
其
の
反
對
に
階
級
を
不

變
的
な
も
の
と
思
う
て
倨
傲
暴
慢
、
下
に
向
つ
て
は
妄
り
に
壓
迫
を
加
へ
る

も
の
、
又
卑
屈
怯
懦
に
し
て
上
に
對
し
て
は
一
切
御
無
理
御
尤
も
と
屈
従
す

る
が
如
き
者
は
、
是
亦
病
的
思
想
の
持
主
で
あ
る
。
然
ら
ば
如
何
に
し
て
此

の
兩
面
の
調
和
を
計
つ
て
之
を
自
己
の
實
行
上
に
現
す
べ
き
か
。
此
處
が
修

養
す
べ
き
最
も
大
切
な
點
で
あ
る
。
即
ち
「
腹
に
平
等
を
持
ち
て
表
に
差
別

を
行
ふ
こ
と
。」
之
が
此
の
兩
面
の
調
和
を
實
現
す
る
べ
き
唯
一
の
道
で
あ
る

と
私
は
信
ず
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
坂
牧
は
「
眞
の
自
由
は
籠
の
中
の
カ
ナ
リ
ヤ
の
自
由
」
と
考
え
、「
人
間
と

い
ふ
一
種
の
カ
ナ
リ
ヤ
が
、
法
律
と
道
徳
、
國
家
と
社
會
と
い
ふ
籠
の
中
に
於
て

享
有
す
る
自
由
が
眞
の
尊
き
自
由
」
と
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
坂
牧
が

暴
力
と
い
う
「
法
律
と
道
徳
」
に
も
「
國
家
と
社
會
」
に
も
明
ら
か
に
悪
と
教
え

ら
れ
て
い
る
行
為
を
「
黙
認
」
し
た
こ
と
は
、
一
定
の
ル
ー
ル
の
中
で
の
自
由
こ

そ
真
の
自
由
と
い
う
自
ら
の
思
想
に
も
反
し
て
い
る
。
ま
た
「
素
行
の
悪
い
生
徒

に
対
す
る
先
輩
か
ら
の
制
裁
は
黙
認
」
と
い
う
行
為
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
暴

力
が
そ
れ
を
行
っ
た
坊
っ
ち
や
ん
の
中
で
さ
え
、
一
面
に
お
い
て
「
警
察
」
を
待

つ
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
ほ
ど
悪
で
あ
る
以
上
、
一
歩
間
違
え
ば
、
坂
牧
が
「
病
的

思
想
」
と
し
て
挙
げ
て
い
た
「
下
に
向
つ
て
は
妄
り
に
壓
迫
を
加
へ
る
も
の
」
が

「
素
行
の
悪
い
生
徒
に
対
す
る
先
輩
か
ら
の
制
裁
」
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
を

「
黙
認
」
す
る
行
為
は
「
卑
屈
怯
懦
に
し
て
上
に
對
し
て
は
一
切
御
無
理
御
尤
も
と

屈
従
す
る
」
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
坂
牧
の
暴
力
へ
の
「
黙
認
」

行
為
は
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
お
け
る
漱
石
の
考
え
方
は
も
ち
ろ
ん
、
坂
牧
自
ら
の

教
育
理
念
に
お
い
て
も
矛
盾
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
も
そ
も
の
教
育
理
念
に
お
い
て
も
、
漱
石
と
坂
牧
の
間
に
、
理
解
が

通
じ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
漱
石
は
、
坊
っ
ち
や
ん
に
「
警
察
」
を
覚
悟
さ
せ

た
上
で
暴
力
を
振
る
わ
せ
た
。
既
に
こ
れ
が
、
一
定
の
ル
ー
ル
の
中
で
の
自
由
と

い
う
坂
牧
の
思
想
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
平
等
と
い
う
思

想
に
お
い
て
も
、「
妄
り
に
階
級
打
破
を
叫
ん
で
社
會
の
秩
序
を
亂
す
」
こ
と
な

く
、
か
と
い
っ
て
「
妄
り
に
壓
迫
を
加
へ
」
た
り
「
卑
屈
」
に
な
っ
た
り
す
る
こ

と
も
よ
く
な
い
、
正
し
い
の
は
「
腹
に
平
等
を
持
ち
て
表
に
差
別
を
行
ふ
こ
と
」

で
あ
る
と
い
う
思
想
は
、
ま
さ
に
事
勿
れ
主
義
以
外
の
何
物
で
も
な
く
、
坊
っ
ち

や
ん
に
お
け
る
以
下
の
言
葉
に
矛
盾
す
る
。

学
校
に
は
宿
直
が
あ
っ
て
、
職
員
が
代
る

之
を
つ
と
め
る
。
但
し
狸
と

赤
シ
ヤ
ツ
は
例
外
で
あ
る
。
何
で
此
両
人
が
当
然
の
義
務
を
免
か
れ
る
の
か

と
聞
い
て
見
た
ら
、
奏
任
待
遇
だ
か
ら
と
云
ふ
。（
中
略
）
夫
で
宿
直
を
逃
が

れ
る
な
ん
て
不
公
平
が
あ
る
も
の
か
。〔
四
〕
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君
と
お
れ
は
（
中
略
）
一
所
に
喧
嘩
を
と
め
に
這
入
つ
た
ん
ぢ
や
な
い
か
。

辞
表
を
出
せ
と
い
ふ
な
ら
公
平
に
両
方
へ
出
せ
と
云
ふ
が
い
ゝ
（
中
略
）
堀

田
に
は
出
せ
、
私
に
は
出
さ
な
い
で
好
ゝ
と
云
う
法
が
あ
り
ま
す
か
〔
十
一
〕

こ
の
よ
う
に
、
坊
っ
ち
や
ん
は
平
等
と
い
う
点
に
お
い
て
執
拗
な
こ
だ
わ
り
を
見

せ
る
。
自
身
の
不
利
に
な
る
宿
直
に
お
け
る
特
権
階
級
と
の
差
別
だ
け
で
は
な
く
、

自
身
の
利
益
に
な
る
辞
職
勧
告
の
免
れ
に
お
い
て
も
、
差
が
あ
る
と
い
う
事
実
に

対
し
憤
り
を
見
せ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
坊
っ
ち
や
ん
が
幼
少
時
清
を
受
け
入
れ
き

れ
な
か
っ
た
理
由
の
一
つ
に
も
、
次
の
よ
う
な
不
平
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。

清
が
物
を
呉
れ
る
時
に
は
必
ず
お
や
ぢ
も
兄
も
居
な
い
時
に
限
る
。
お
れ
は

何
が
嫌
だ
と
云
つ
て
人
に
隠
れ
て
自
分
丈
得
を
す
る
程
嫌
な
事
は
な
い
。
兄

と
は
無
論
仲
が
よ
く
な
い
け
れ
ど
も
、
兄
に
隠
し
て
清
か
ら
菓
子
や
色
鉛
筆

を
貰
ひ
た
く
は
な
い
。（
中
略
）
是
は
不
公
平
で
あ
る
。〔
一
〕

坊
っ
ち
や
ん
に
こ
の
思
想
を
持
た
せ
て
い
た
漱
石
が
、「
腹
に
平
等
を
持
ち
て
表
に

差
別
を
行
ふ
」
姿
勢
を
よ
し
と
見
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
坊
っ
ち
や

ん
が
食
っ
て
掛
っ
て
い
る
赤
シ
ャ
ツ
側
の
意
見
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、
前
掲
し
た
三
条
市
の
記
述
が
示
し
て
い
る
よ
う
な
、
坂
牧
が
『
野

分
』
の
主
人
公
、
道
也
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
し
て
い
る
論
は
認
め
が
た
い
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
坂
牧
と
、『
野
分
』
に
お
け
る
「
越
後
」
の
地
に
金
力
と
権

力
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
ま
る
で
関
係
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
、
漱
石
の
坂
牧
に
対
す
る
書
簡
を
見
て
み
た
い
。

拝
啓
残
暑
の
候
愈
御
清
適
奉
賀
候
其
後
は
存
じ
な
が
ら
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
つ
も
御
無
沙

汰
御
海
恕
可
被
下
候
今
般
は
転
任
御
希
望
の
よ
し
に
て
履
歴
書
御
送
貴
意
正

に
了
承
仕
り
候
其
う
ち
聞
き
込
み
次
第
御
報
可
仕
候
小
生
は
存
外
交
友
少
な

く
校
長
抔
を
周
旋
す
る
に
は
至
極
不
適
任
に
候
（
注
11
）

こ
の
よ
う
に
、
漱
石
は
坂
牧
に
対
し
依
頼
を
断
る
対
応
を
見
せ
て
い
る
。
そ
の
点

に
お
い
て
も
、
漱
石
と
坂
牧
が
親
し
い
と
す
る
三
条
市
の
記
述
は
疑
問
が
生
じ
る

が
、
こ
こ
で
着
目
し
た
い
点
は
そ
こ
で
は
な
い
。
右
記
の
傍
点
を
付
加
し
た
部
分
、

「
其
後
は
存
じ
な
が
ら
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、

」
で
あ
る
。
以
上
の
論
で
示
し
た
よ
う
に
、
漱
石
が
、
坂

牧
を
モ
デ
ル
に
『
野
分
』
を
書
い
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
漱

石
が
坂
牧
の
起
こ
し
た
事
件
を
、
承
知
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
明
ら
か
で
は
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
「
其
後
は
存
じ
な
が
ら
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、

」
と
漱
石
が
書
簡
に
書
い

て
い
る
以
上
、
漱
石
が
、
坂
牧
の
「
其
後
、
、

」
を
知
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
事
実
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
い
う
「
其
後
、
、

」
が
本
当
に
坂
牧
の
校
長
排
斥
運
動
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
確
定
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
漱
石
と
坂
牧
と
が

の
東
京
帝
大
の
同
窓
生
で
あ
る
以
上
、
少
な
く
と
も
卒
業
後
の
進
路
で
あ
る
こ
と

に
間
違
い
は
な
く
、「
今
般
は
転
任
御
希
望
の
よ
し
に
て
履
歴
書
御
送
貴
意
正
に
了

承
仕
り
候
」
と
、
坂
牧
の
転
任
希
望
の
意
志
を
特
に
問
い
た
だ
す
こ
と
も
な
く
受

け
入
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
漱
石
が
坂
牧
か
ら
の
書
簡
を
受
け
取
る
以
前
か
ら
、

坂
牧
が
「
越
後
」
で
中
学
校
長
を
し
て
お
り
、
今
回
転
任
を
願
い
出
る
必
要
が
あ

る
理
由
、
つ
ま
り
、「
素
行
の
悪
い
成
金
」
に
関
す
る
事
件
か
ら
起
こ
っ
た
校
長
排

斥
運
動
を
知
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
坂
牧
が

道
也
の
モ
デ
ル
で
あ
る
か
な
い
か
は
と
も
か
く
、
漱
石
が
坂
牧
の
起
こ
し
た
事
件

を
知
っ
て
い
た
可
能
性
だ
け
は
、
大
い
に
強
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
、
そ
こ
か

ら
、
漱
石
が
「
越
後
」
の
地
に
、
歪
ん
だ
偏
見
を
持
つ
に
足
る
内
容
を
得
て
い
た
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と
言
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
手
帳
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
金
力
と
権
力
と
が
人
間

性
を
荒
廃
さ
せ
る
と
い
う
思
想
に
重
な
っ
て
『
野
分
』
に
て
成
立
し
た
の
で
は
な

い
か
。

八
　
「
越
後
の
笹
飴
」
を
清
が
食
べ
る
意
味

以
上
か
ら
、
漱
石
が
、
道
也
の
モ
デ
ル
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
坂
牧
と
い
う

人
物
に
根
拠
を
お
い
て
「
越
後
」
の
地
に
金
力
と
権
力
と
に
対
す
る
嫌
悪
の
思
い

を
託
し
て
い
た
こ
と
は
分
か
っ
た
。
で
は
、
そ
の
金
力
と
権
力
と
に
対
す
る
嫌
悪

の
象
徴
「
越
後
、
、

の
笹
飴
」
を
清
が
坊
っ
ち
や
ん
に
対
し
、
四
国
へ
行
く
直
前
、
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し
て
示
し
た
意
味
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

坊
っ
ち
や
ん
は
四
国
で
の
教
師
生
活
で
、
赤
シ
ャ
ツ
ら
「
奸
物
」
と
出
会
う
。

赤
シ
ャ
ツ
は
、
う
ら
な
り
の
許
嫁
で
あ
る
マ
ド
ン
ナ
を
、
う
ら
な
り
の
「
暮
し
向

き
が
思
は
し
く
」〔
七
〕
な
い
隙
に
、「
学
士
」〔
七
〕
と
い
う
地
位
を
持
っ
て
奪
お

う
と
し
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、「
越
後
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
金
力
と

権
力
と
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
黄
白
万
能
主
義
そ
の
も
の
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
そ

の
赤
シ
ャ
ツ
こ
そ
が
、
坊
っ
ち
や
ん
の
四
国
で
の
生
活
を
困
難
に
さ
せ
た
張
本
人

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
清
が
土
産
話
で
出
し
た
見
当
違
い
の
「
越
後
の
笹
飴
」
は
、

そ
の
実
、
四
国
で
起
こ
る
坊
っ
ち
や
ん
の
騒
動
を
暗
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
清
は
坊
っ
ち
や
ん
が
四
国
へ
来
て
一
夜
め
に
見
た
夢
の
中
で
、
そ
の

「
越
後
の
笹
飴
」
を
「
笹
ぐ
る
み
、
む
し
や

食
つ
て
居
る
」
の
で
あ
る
。
こ
の

「
越
後
の
笹
飴
」
が
前
述
し
た
よ
う
に
、「
葉
の
広
く
大
き
い
越
後
特
有

、
、
、
、

の
笹
に
く

る
ん
で
、
そ
の
移
り
香
を
賞
味
す
る
飴
」
で
あ
る
以
上
、
あ
く
ま
で
「
越
後
」
は
、

そ
の
「
笹
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
清
は
最
も
「
越
後
」
で
あ
る
状
態

で
笹
飴
を
食
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
坊
っ
ち
や
ん
は
そ
れ
を
見
て
、「
笹
は
毒
だ
か

ら
よ
し
た
ら
よ
か
ら
う
」
と
言
う
。「
笹
」
つ
ま
り
「
越
後
」
が
「
毒
」
だ
と
い
う

坊
っ
ち
や
ん
の
言
葉
か
ら
は
、「
越
後
」
に
託
さ
れ
た
金
力
と
権
力
と
へ
の
嫌
悪
、

つ
ま
り
金
力
と
権
力
と
に
基
づ
く
四
国
で
の
困
難
が
見
て
と
れ
る
。
と
こ
ろ
が
清

は
、
坊
っ
ち
や
ん
の
忠
告
に
対
し
、「
此
笹
が
御
薬、
で
御
座
い
ま
す
」
と
答
え
、

「
旨
そ
う
に
食
」
い
続
け
る
。
坊
っ
ち
や
ん
に
と
っ
て
は
「
毒
」
で
し
か
な
い
四
国

で
の
困
難
な
生
活
を
、
清
は
「
薬
」
だ
と
言
っ
て
食
っ
て
い
る
状
態
、
す
な
わ
ち
、

こ
れ
は
我
が
身
を
持
っ
て
坊
っ
ち
や
ん
を
「
毒
」
で
あ
る
四
国
で
の
困
難
な
生
活

か
ら
守
ろ
う
と
し
て
い
る
清
の
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
「
毒
」

で
あ
ろ
う
と
、
坊
っ
ち
や
ん
を
守
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
清
に

と
っ
て
「
薬
」
も
同
然
な
の
で
あ
る
。
清
は
、
四
国
で
の
赤
シ
ャ
ツ
に
よ
る
騒
動

の
暗
示
で
あ
る
「
越
後
」
の
笹
を
食
ら
い
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
坊
っ
ち
や
ん

の
目
の
前
か
ら
四
国
で
の
困
難
を
消
し
去
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

即
ち
、『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
結
末
で
あ
る
、
坊
っ
ち
や
ん
が
四
国
で
の
生
活
を
終

え
、
東
京
で
待
つ
清
の
元
へ
帰
る
と
い
う
場
面
に
通
じ
る
も
の
で
は
な
い
か
。

以
上
か
ら
、
坊
っ
ち
や
ん
が
四
国
へ
行
く
直
前
に
、
清
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た

「
越
後
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
坊
っ
ち
や
ん
が
四
国
で
赤
シ
ャ
ツ
に
よ
っ
て
金
力
と

権
力
と
に
関
係
し
た
困
難
な
事
件
に
遭
う
こ
と
へ
の
暗
示
と
分
か
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
「
越
後
」
を
、
四
国
へ
来
て
初
め
て
の
夜
、
夢
の
中
で
清
が
食
べ
つ
く
し
、

坊
っ
ち
や
ん
の
目
の
前
か
ら
消
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
坊
っ
ち
や
ん
に
と

四
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っ
て
、
清
こ
そ
が
四
国
の
騒
動
を
消
し
去
り
、
坊
っ
ち
や
ん
を
救
い
出
し
て
く
れ

る
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
坊
っ
ち
や

ん
が
四
国
か
ら
清
の
待
つ
東
京
へ
帰
る
と
い
う
『
坊
っ
ち
や
ん
』
の
結
末
へ
と
繋

が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
よ
り
、
坊
っ
ち
や
ん
が
四
国
に
来
て
見
た
清
の
夢
に
は
、
坊
っ
ち

や
ん
に
お
い
て
は
、
坊
っ
ち
や
ん
の
自
分
の
非
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己

保
身
を
象
徴
し
た
も
の
で
あ
り
、
清
に
お
い
て
は
坊
っ
ち
や
ん
を
守
り
、
そ
の
帰

り
を
待
つ
意
味
が
示
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

注
１
　
平
岡
敏
夫
「『
坊
つ
ち
や
ん
』
試
論
―
―
小
日
向
の
養
源
寺
―
―
」（「
文

学
」

岩
波
書
店
　
一
九
七
一
年
一
月
）

２
　
北
川
扶
生
子
「『
坊
っ
ち
や
ん
』
に
お
け
る
清
の
意
味
―
―
〈
片
破
れ
〉
と

い
う
関
係
―
―
」（「
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
」
第
二
八
号
　
神
戸
大
学
「
研
究

ノ
ー
ト
」
の
会
　
一
九
九
四
年
三
月
）

３
　
石
原
千
秋
「『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』
の
山
の
手
」（「
文
学
」

岩
波
書
店
　
一
九

八
六
年
八
月
）

４
　
『
漱
石
全
集
』
第
二
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
六
六
年
一
月
　
注
解
よ
り

５
　
『
坊
っ
ち
や
ん
』
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
て
、
一
九
〇
六
年
四
月
に
初
出
。

『
野
分
』
も
同
じ
く
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
て
、
一
九
〇
七
年
一
月
に
初
出
。

６
　
『
漱
石
全
集
』
第
一
九
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
五
年
一
一
月

７
　
『
漱
石
全
集
』
第
二
二
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
六
年
三
月
（
一
八
九
四

年
五
月
三
一
日
　
菊
池
謙
二
郎
氏
宛
）

８
　
『
三
条
市
歴
史
民
俗
産
業
資
料
館
』（
新
潟
県
三
条
市
本
町
三
の
一
の
四
）

（http://w
w
w
.city.sanjo.niigata.jp/̃rekim

in/

）「
三
条
と
近
代
文
学
」

よ
り
。

９
　
一
九
〇
六
年
二
月
に
起
こ
っ
た
騒
動
で
あ
る
。

10

『
長
岡
中
學
讀
本
　
人
物
篇
』

新
潟
県
立
長
岡
高
等
学
校
同
窓
会

一
九
七
六
年
十
月
　
復
刊
発
行
（
初
出
「
和
同
會
雑
誌
」
第
七
八
号
　
一
九

三
一
年
）

11

『
漱
石
全
集
』
第
二
二
巻
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
六
年
三
月
（
一
九
〇
六

年
八
月
十
五
日
　
坂
牧
善
辰
氏
宛
）

テ
キ
ス
ト
は
、『
漱
石
全
集
』

一
九
九
三
年
一
二
月
〜
一
九
九
六
年
二
月
　
岩

波
書
店
に
よ
る
。

（
う
が
わ
　
の
り
こ
／
平
成
一
七
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）
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