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『
三
四
郎
』
（
明
治
四
一
、
九
～
四
一
、
一
二
）
に
は
周
知
の
よ
う
に
作
者
の
予
告
（
同
、

八
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
「
田
舎
の
高
等
学
校
を
卒
業
し
て
東
京
の
大
学
に
入
っ
た
三
四
郎

が
新
ら
し
い
空
気
に
触
れ
る
。
さ
う
し
て
同
盟
だ
の
先
暇
だ
の
若
い
女
だ
の
に
接
触
し
て
、

色
々
に
動
い
て
来
る
。
手
間
は
此
空
気
の
う
ち
に
是
等
の
人
間
を
放
す
丈
で
あ
る
」
と
あ
る
。

そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
「
三
四
郎
」
で
作
者
は
、
「
新
ら
し
い
空
気
」
の
中
で
青
年
が
〈
動
く
こ

と
〉
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

「
三
四
郎
』
の
冒
頭
に
あ
る
「
う
と
ノ
Ｉ
し
て
眼
が
覚
め
る
と
…
…
」
と
い
う
文
章
は
、

主
語
と
し
て
は
省
か
れ
て
し
ま
っ
た
あ
る
主
体
が
そ
れ
ま
で
は
眠
り
の
中
に
い
た
こ
と
を
教
え

ス
ト
レ
イ
．
ソ
ー
プ
ス
ト
レ
イ
ー
ソ
ー
プ

て
く
れ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
同
じ
人
物
が
「
た
曹
口
の
内
で
迷
羊
、
迷
羊
と
繰
返
し
た
。
」
と

い
う
末
尾
の
一
文
ま
で
読
み
終
え
て
も
う
一
度
こ
の
冒
頭
に
戻
っ
て
み
る
と
、
『
三
四
郎
』
と

い
う
作
品
そ
の
も
の
を
一
つ
の
夢
と
し
て
生
き
た
青
年
が
、
そ
こ
か
ら
目
覚
め
て
再
び
同
じ

夢
を
生
き
は
じ
め
る
と
い
っ
た
印
象
を
受
け
る
。

三
四
郎
の
眠
り
に
着
目
し
た
論
考
は
す
で
に
あ
る
①
が
、
こ
こ
で
は
眠
る
／
目
覚
め
る
と

い
う
こ
と
が
、
動
く
／
動
か
な
い
こ
と
と
ど
う
か
か
わ
る
か
、
と
い
う
問
い
か
け
を
軸
に
し

て
、
い
ま
一
度
「
三
四
郎
」
を
読
み
返
し
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
様
々

な
か
た
ち
で
現
れ
る
「
夜
」
や
「
夢
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
こ
の
作
品
の
中
で
直
接
、
間
接

に
果
た
す
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ら
が
三
四
郎
や
美
禰
子
が
「
低
個
」
す
る
こ
と
、
あ

る
い
は
「
真
直
に
進
ん
で
行
く
」
こ
と
と
ど
う
関
係
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
読
み
解
く
作

業
に
な
る
。

上
京
す
る
二
十
三
歳
の
青
年
小
川
三
四
郎
は
、
九
州
か
ら
山
陽
を
抜
け
て
、
い
ま
は
京
都

か
ら
名
古
屋
へ
と
向
か
う
車
中
に
あ
る
。
あ
る
場
所
か
ら
別
の
場
所
へ
と
そ
の
身
体
を
移
動

さ
せ
な
が
ら
、
三
四
郎
は
眠
り
か
ら
覚
め
る
。
動
く
人
三
四
郎
は
、
ま
た
眠
る
人
で
も
あ
る
。

そ
し
て
三
四
郎
の
こ
の
車
中
で
の
眠
り
は
特
別
な
眠
り
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
三
四
郎
に
は

こ
の
眠
り
以
後
、
決
し
て
安
ら
か
な
眠
り
が
訪
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

事
実
「
新
ら
し
い
空
気
」
と
の
接
触
が
、
名
古
屋
で
「
無
教
育
」
だ
か
「
大
胆
」
だ
か

「
無
邪
気
」
だ
か
「
見
当
が
付
か
な
い
」
（
一
）
女
と
同
宿
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
よ

う
な
「
現
実
世
界
の
稲
妻
」
と
し
て
、
三
四
郎
の
眠
り
を
奪
う
か
た
ち
で
ま
ず
訪
れ
た
後
、

は
じ
め
に

一
動
く
人
、
眠
る
人

－ 9－
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東
京
で
の
「
劇
烈
な
活
動
」
を
目
の
当
た
り
に
す
る
ほ
ぼ
三
週
間
の
間
②
と
い
う
も
の
は
、

三
四
郎
の
眠
り
、
三
四
郎
の
夜
の
時
間
は
描
か
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

夜
の
代
わ
り
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
三
四
郎
は
野
々
宮
宗
八
の
「
穴
倉
」
を
訪
ね
る
の
で
あ

た
ら
８

〃
、
む
ゅ

る
。
「
和
土
の
廊
下
を
下
へ
降
り
た
。
世
界
が
急
に
暗
く
な
る
。
炎
天
で
眼
が
眩
ん
だ
時
の
様

し
ば
ら
く

あ
た
り

で
あ
っ
た
が
少
時
す
る
と
聴
が
漸
く
落
付
い
て
、
四
辺
が
見
え
る
様
に
な
っ
た
」
。
こ
こ
で
、

眩
ゆ
さ
が
暗
さ
の
噛
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
三
四
郎
は
す
で
に
「
昼
」

と
「
夜
」
の
区
別
が
意
味
を
持
た
な
い
〈
場
所
〉
に
趣
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
夜
を
求
め

る
か
の
よ
う
に
、
三
四
郎
は
野
々
宮
の
「
光
線
の
圧
力
を
試
験
す
る
」
器
械
の
「
横
腹
に
開

う
は
ば
み

い
て
ゐ
る
二
つ
の
穴
に
眼
を
つ
け
」
る
。
し
か
し
「
穴
」
は
「
蟻
蛇
の
眼
玉
の
様
に
光
っ
て

ゐ
る
」
。
や
は
り
三
四
郎
の
夜
は
奪
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
（
二
）
。

お
も
て

「
面
」
が
「
底
」
で
あ
り
「
底
」
が
「
面
」
で
あ
る
よ
う
な
〈
場
所
〉
で
、
三
四
郎
は

「
今
始
め
て
」
の
「
孤
独
」
を
感
じ
て
い
る
。
三
四
郎
は
「
早
く
下
宿
に
帰
っ
て
母
に
手
紙
を

書
い
て
や
ら
う
」
と
思
う
。
し
か
し
三
四
郎
に
そ
ん
な
時
間
が
与
え
ら
れ
る
の
は
ま
だ
先
で

あ
る
。
孤
独
を
癒
す
東
京
で
の
夜
が
描
か
れ
な
い
う
ち
に
、
三
四
郎
は
「
女
」
に
出
会
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
（
二
）
。

じ
つ

お
も
て

三
四
郎
が
凝
と
し
て
池
の
面
を
見
詰
め
て
ゐ
る
と
、
大
き
な
木
が
、
幾
本
と
な
く
水

の
底
に
映
っ
て
、
其
又
底
に
青
い
空
が
見
え
る
。
三
四
郎
は
此
時
電
車
よ
り
も
、
東
京

か
は
る
か

よ
り
も
、
日
本
よ
り
も
、
遠
く
且
つ
遥
な
心
持
が
し
た
。
然
し
し
ば
ら
く
す
る
と
、
其

さ
び

心
持
の
う
ち
に
薄
雲
の
様
な
淋
し
さ
が
一
面
に
広
が
っ
て
来
た
。
さ
う
し
て
、
野
々
宮

ひ
と
り

君
の
穴
倉
に
這
入
っ
て
、
た
っ
た
一
人
で
坐
っ
て
居
る
か
と
思
は
れ
る
程
な
寂
翼
を
覚

え
た
。
（
二
）

た
し
か

こ
と
ご
と

三
四
郎
は
慥
に
女
の
黒
眼
の
動
く
刹
那
を
意
識
し
た
。
其
時
色
彩
の
感
じ
は
悉
く
消
え

て
、
何
と
も
云
へ
ぬ
或
物
に
出
逢
っ
た
。
其
或
物
は
汽
車
の
女
に
「
あ
な
た
は
度
胸
の

な
い
方
で
す
ね
」
と
云
は
れ
た
と
き
の
感
じ
に
何
処
か
似
通
っ
て
ゐ
る
。
三
四
郎
は
恐

ぼ
ん
や
り

ろ
し
く
な
っ
た
。
（
中
略
）
／
三
四
郎
は
荘
然
し
て
ゐ
た
。
や
が
て
、
小
さ
な
声
で
「
矛

盾
だ
」
と
云
っ
た
。
大
学
の
空
気
と
あ
の
女
が
矛
盾
な
の
だ
か
、
あ
の
色
彩
と
あ
の
眼

付
が
矛
盾
な
の
だ
か
、
あ
の
女
を
見
て
、
汽
車
の
女
を
思
ひ
出
し
た
の
が
矛
盾
な
の
だ

ふ
た
み
ら

か
、
そ
れ
と
も
未
来
に
対
す
る
自
分
の
方
針
が
二
途
に
矛
盾
し
て
ゐ
る
の
か
、
又
は
非

常
に
婚
し
い
も
の
に
対
し
て
恐
を
抱
く
所
が
矛
盾
し
て
ゐ
る
の
か
、
Ｉ
こ
の
田
舎
出

ふ
ち

三
四
郎
は
「
池
の
縁
で
逢
っ
た
女
の
、
顔
の
色
ば
か
り
考
へ
」
る
。
そ
し
て
安
ら
か
な
夜

を
持
て
な
い
ま
ま
三
四
郎
は
「
女
の
色
」
に
つ
い
て
「
九
州
色
」
の
「
黒
」
で
も
な
く
、
上

京
後
に
見
た
下
駄
屋
の
娘
が
石
脅
の
化
物
の
よ
う
に
塗
り
立
て
た
「
白
」
で
も
な
く
、
「
薄
く

こ
が

３
つ
ね
い
る

餅
を
焦
し
た
様
な
狐
色
」
を
「
ど
う
し
て
も
あ
れ
で
な
く
っ
て
は
駄
目
だ
と
断
定
」
す
る
の

で
あ
る
。
三
四
郎
は
こ
こ
で
初
め
て
、
「
白
」
で
も
「
黒
」
で
も
な
い
、
そ
の
中
間
の
暖
昧
な

「
た
宙
何
だ
か
矛
盾
」
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
、
自
分
の
『
三
四
郎
』
に
お
け
る
役
割
と
し

て
自
覚
し
て
い
る
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
（
二
）
。

三
四
郎
は
眠
る
人
と
し
て
、
ま
た
動
く
人
と
し
て
登
場
し
た
。
眠
っ
て
い
た
三
四
郎
は
眼

を
覚
ま
す
。
そ
し
て
ひ
と
た
び
眼
を
覚
ま
し
た
が
最
後
、
彼
に
は
安
眠
で
き
る
「
夜
」
が
な

く
な
っ
て
し
ま
う
。
「
髭
の
あ
る
」
「
神
主
じ
み
た
男
」
は
い
う
。
「
熊
本
よ
り
東
京
は
広
い
。

東
京
よ
り
日
本
は
広
い
。
日
本
よ
り
：
。
…
」
「
日
本
よ
り
頭
の
中
の
方
が
広
い
で
せ
う
」
（
一
）
。

七
つ
歳
上
の
野
々
宮
は
い
う
。
「
七
年
も
あ
る
と
、
人
間
は
大
抵
の
事
が
出
来
る
。
然
し
月
日

た
ち
や
す

ぢ
８

は
立
易
い
も
の
で
ね
。
七
年
位
直
で
す
よ
」
（
二
）
。
「
夜
」
が
奪
わ
れ
る
ま
で
は
明
快
で
あ
っ

た
は
ず
の
世
界
が
、
空
間
も
時
間
も
、
広
く
て
狭
い
長
く
て
短
い
、
「
矛
盾
」
を
抱
え
た
も
の

に
な
る
。

「
凡
て
の
物
が
破
壊
さ
れ
っ
Ｌ
あ
る
梯
に
見
え
」
「
同
時
に
建
設
さ
れ
っ
Ｌ
あ
る
様
に
」
も

見
え
る
東
京
の
「
大
変
な
動
き
方
」
が
、
三
四
郎
の
か
っ
て
の
「
自
分
の
世
界
」
と
は
無
関

係
に
現
れ
る
。
三
四
郎
は
「
今
活
動
の
中
心
に
立
っ
て
ゐ
る
」
。
そ
し
て
「
此
動
揺
を
見
て
ゐ

る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
加
は
る
事
は
出
来
な
い
」
。
三
四
郎
は
眼
の
前
の
「
現
実
世
界
」
と

「
ど
こ
も
接
触
し
て
ゐ
な
い
」
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
彼
の
見
る
「
夢
」
と
区
別
す
る
も
の

が
ど
こ
に
あ
る
と
い
う
の
か
（
二
）
。

こ
う
し
て
眠
り
か
ら
覚
め
た
は
ず
の
三
四
郎
は
、
今
ま
で
の
「
自
分
の
世
界
」
と
い
う
過

去
も
、
目
の
前
に
あ
る
東
京
で
の
「
現
実
世
界
」
と
い
う
現
在
も
、
さ
ら
に
彼
の
未
来
を
も
、

す
べ
て
「
夢
」
と
し
て
抱
え
込
み
、
「
夢
」
の
中
を
動
く
人
Ⅱ
眠
る
人
に
な
る
の
で
あ
る
。

三
四
郎
の
求
め
て
い
る
「
夜
」
と
、
直
接
に
つ
な
が
り
を
持
つ
存
在
は
母
親
で
あ
る
。
三

四
郎
は
度
々
母
親
か
ら
の
手
紙
に
接
し
て
お
り
（
二
）
（
三
）
（
四
）
（
七
）
（
九
）
、
自
ら
返
事

を
書
い
て
も
い
る
（
三
）
（
七
）
。
便
り
は
送
金
（
九
）
や
電
報
（
十
二
）
の
か
た
ち
を
と
る

す
べ

の
青
年
に
は
、
凡
て
解
ら
な
か
っ
た
。
た
ご
何
だ
か
矛
盾
で
あ
っ
た
。

一

一

夜

（
一
一
）

-10-
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場
合
も
あ
る
が
、
三
四
郎
が
そ
れ
ら
と
接
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
夜
な
の
で
あ
る
。

「
古
い
人
で
古
い
田
舎
に
居
る
」
（
二
）
母
親
は
、
三
四
郎
の
「
三
つ
の
世
界
」
（
四
）
の

第
一
の
世
界
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
。
三
四
郎
に
と
っ
て
「
母
」
は
「
脱
ぎ
棄
て
た
過
去
」

た
ち
の
０
ぱ

を
「
封
じ
込
め
た
」
「
立
退
場
」
（
同
）
な
の
で
あ
る
。
「
戻
ら
う
と
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
戻
れ
る
。

た
図
い
ざ
と
な
ら
な
い
以
上
は
戻
る
気
が
し
な
い
」
と
三
四
郎
は
考
え
る
。
し
か
し
、
そ
う

考
え
て
い
る
と
き
こ
そ
彼
は
「
立
退
場
」
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
夜
」
は
三
四
郎
が

て
い
く
わ
い
か

「
母
」
と
接
触
す
る
〈
時
間
〉
で
あ
り
、
こ
の
〈
時
間
〉
が
三
四
郎
を
「
低
価
家
」
（
四
）
た

ら
し
め
て
い
る
。
し
か
し
「
母
」
は
、
い
つ
ま
で
も
三
四
郎
の
「
立
退
場
」
と
し
て
あ
り
続

け
る
わ
け
で
は
な
い
。

野
々
宮
宅
で
の
留
守
番
の
夜
、
三
四
郎
は
母
親
が
野
々
宮
に
送
っ
た
「
ひ
め
い
ち
」
を
晩

れ
も
し

飯
に
食
う
が
、
若
い
女
の
「
蝶
死
」
に
出
く
わ
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
三
）
。
「
三
十
円
を

枕
元
へ
置
い
て
寝
た
」
と
こ
ろ
で
、
夜
火
事
を
知
ら
せ
る
「
半
鐘
の
音
」
が
彼
の
「
す
こ
や

ね
む
り

か
な
眠
」
を
妨
げ
る
で
あ
ろ
う
（
九
）
。
三
四
郎
は
美
禰
子
に
金
を
借
り
ね
ば
な
ら
な
く
な
り

③
、
そ
の
前
夜
に
は
美
禰
子
の
「
好
意
」
と
「
愚
弄
」
に
つ
い
て
「
汚
な
い
所
を
奇
麗
な
写

真
に
取
っ
て
眺
め
て
ゐ
る
様
な
気
が
す
る
。
写
真
は
写
真
と
し
て
何
処
迄
も
本
当
に
違
な
い

あ
ら
そ

が
、
実
物
の
汚
な
い
事
も
争
は
れ
な
い
と
一
般
で
、
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
の
二
つ
が

決
し
て
一
致
し
な
い
」
こ
と
に
頭
を
悩
ま
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
八
）
。
そ
し
て
広
田
先
生

か
ら
〈
不
義
の
子
〉
の
話
を
聞
か
ね
ば
な
ら
な
い
④
の
で
あ
る
（
十
一
）
。

安
全
地
帯
と
し
て
の
「
夜
」
は
影
を
薄
く
し
て
い
く
。
母
か
ら
の
手
紙
が
長
い
も
の
か
ら

次
第
に
短
く
な
る
の
に
対
し
て
、
三
四
郎
の
返
事
は
弱
く
な
っ
て
い
く
「
夜
」
の
力
を
強
く

求
め
る
か
の
よ
う
に
長
い
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
。
〈
夜
Ｉ
母
〉
は
、
三
四
郎
の
安
眠
を
保

証
し
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
て
試
み
ら
れ
た
三
四
郎

の
帰
郷
さ
え
も
、
「
三
四
郎
』
か
ら
は
除
か
れ
て
し
ま
う
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
「
母
」
と
い
う

「
立
退
場
」
は
、
も
は
や
三
四
郎
の
個
的
な
時
間
軸
上
の
「
過
去
」
に
し
か
な
い
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
す
で
に
そ
こ
か
ら
は
覚
め
て
し
ま
っ
た
「
夢
」
と
異
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

広
田
は
三
四
郎
の
「
三
つ
の
世
界
」
の
う
ち
、
第
二
の
世
界
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
。

彼
も
ま
た
三
四
郎
の
「
夜
」
に
か
か
わ
る
存
在
で
あ
り
、
東
京
の
「
現
在
」
を
と
も
に
生
き

の
ん
き
み
唾
も
と

つ
っ
三
四
郎
の
「
暢
気
の
源
」
（
七
）
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
い
ま
は
「
夢
」
と
な
り
つ
つ

あ
る
「
母
」
以
上
に
三
四
郎
の
「
低
個
」
に
影
響
を
与
え
る
存
在
で
あ
る
。

〈
夜
ｌ
広
田
〉
は
、
ま
ず
「
髭
を
濃
く
生
や
し
て
ゐ
る
」
「
神
主
じ
み
た
男
」
（
一
）
と
し

て
三
四
郎
の
前
に
登
場
す
る
。
「
囚
は
れ
ち
ゃ
駄
目
だ
」
と
い
う
の
が
こ
の
男
の
最
初
の
警
告

で
あ
る
。
若
い
女
の
「
蝶
死
」
に
遭
遇
し
た
、
三
四
郎
の
「
人
生
と
云
ふ
丈
夫
さ
う
な
命
の

根
が
、
知
ら
ぬ
間
に
、
ゆ
る
ん
で
、
何
時
で
も
暗
闇
へ
浮
き
出
し
て
行
き
さ
う
に
」
思
え
た

そ
の
と
き
、
三
四
郎
は
「
髭
の
男
」
を
思
い
出
し
、
「
世
の
中
に
ゐ
て
、
世
の
中
を
傍
観
し
て

ゐ
る
」
「
批
評
家
」
に
で
も
な
ろ
う
か
と
考
え
、
そ
う
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て

「
低
個
家
」
を
維
持
す
る
こ
と
に
な
る
（
三
）
。

三
四
郎
は
そ
の
広
田
か
ら
、
「
自
然
を
翻
訳
す
る
と
」
「
み
ん
な
人
格
上
の
言
葉
に
な
る
」
、

「
崇
高
」
「
偉
大
」
「
雄
壮
」
と
い
っ
た
「
人
格
上
の
言
葉
に
翻
訳
す
る
事
の
出
来
な
い
輩
に
は
、

自
然
が
毫
も
人
格
上
の
感
化
を
与
へ
て
ゐ
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
。
そ
の
翌
日
の
夜
、

自
分
の
将
来
に
つ
い
て
「
国
か
ら
母
を
呼
び
寄
せ
て
、
美
し
い
細
君
を
迎
へ
て
、
さ
う
し
て

身
を
学
問
に
委
ね
る
に
越
し
た
事
は
な
い
」
と
い
う
結
論
を
得
て
い
た
三
四
郎
は
、
広
田
の

に
よ
し
や
う

「
翻
訳
」
説
か
ら
「
な
る
べ
く
多
く
の
美
し
い
女
性
に
接
触
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

別
の
結
論
を
も
導
く
こ
と
に
な
る
（
四
）
。

三
四
郎
の
未
来
は
、
彼
の
第
三
の
世
界
で
あ
る
「
美
し
い
女
性
」
に
関
し
て
、
〈
細
君
を

得
る
こ
と
〉
と
〈
な
る
べ
く
多
く
接
す
る
こ
と
〉
と
の
二
つ
の
方
向
に
分
裂
す
る
。
こ
の
両

立
し
得
な
い
「
夢
」
を
抱
え
た
ま
ま
、
三
四
郎
は
美
禰
子
と
接
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
「
あ
ま
り
に
暖
か
過
ぎ
る
」
「
青
春
の
血
」
が
三
四
郎
を
「
真
直
に
進
」
ま
せ
よ
う
と
す
る

（
十
）
以
前
か
ら
、
「
夜
」
は
む
し
ろ
余
裕
を
持
っ
た
「
低
個
」
を
勧
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
同
級
生
の
懇
親
会
」
で
「
鼻
の
下
に
も
う
髭
を
生
や
し
て
ゐ
る
」
学
生
は
、
三
四
郎
に

こ
そ
警
告
す
る
た
め
に
演
説
し
て
い
る
。

づ

に
よ
し
や
う

む
ろ
ん
「
女
性
」
を
「
研
究
」
す
る
三
四
郎
に
、
こ
う
し
た
自
信
や
決
心
が
あ
る
わ
け
で

い
け

は
な
い
。
「
髭
」
の
学
生
か
ら
「
囚
は
れ
ち
ゃ
不
可
ま
せ
ん
よ
」
と
重
ね
て
忠
告
さ
れ
た
三
四

郎
は
、
や
は
り
〈
夜
Ｉ
広
田
〉
を
訪
ね
て
い
る
。

美
禰
子
に
対
し
て
「
訳
の
分
ら
な
い
囚
は
れ
方
」
に
陥
っ
た
三
四
郎
は
、
自
分
の
と
る
べ

き
態
度
を
決
定
す
る
た
め
に
、
広
田
か
ら
野
々
宮
と
美
禰
子
の
関
係
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
。

寺

が
、
広
田
の
話
は
「
外
れ
て
」
、
三
四
郎
自
身
の
結
婚
の
話
に
な
る
。
広
田
は
「
ま
だ
早
い
で

我
々
は
西
洋
の
文
芸
を
研
究
す
る
者
で
あ
る
。
然
し
研
究
は
何
処
迄
も
研
究
で
あ
る
。

そ
の
文
芸
の
も
と
に
服
従
す
る
の
と
は
根
本
的
に
相
違
が
あ
る
。
我
々
は
西
洋
の
文
芸

○
と
ら

げ
だ
つ

に
囚
は
れ
ん
が
為
に
、
こ
れ
を
研
究
す
る
の
で
は
な
い
。
囚
は
れ
た
る
心
を
解
脱
せ
し

め
ん
が
為
に
、
こ
れ
を
研
究
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
此
方
便
に
合
せ
ざ
る
文
芸
は
如
何

も
と

今
の
へ

な
る
威
圧
の
下
に
強
ひ
ら
る
魁
と
も
学
ぶ
事
を
敢
て
せ
ざ
る
の
自
信
と
決
心
と
を
有
し
て

居
る
。
（
六
）
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す
ね
。
今
か
ら
細
君
を
持
っ
ち
ゃ
大
変
だ
」
と
、
い
っ
た
ん
は
否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
を
い
つ

お
つ
か

て
お
き
な
が
ら
、
三
四
郎
が
母
親
か
ら
結
婚
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
「
御
母
さ

唾
る

よ

ん
の
云
ふ
事
は
成
べ
く
聞
い
て
上
げ
る
が
可
い
」
と
、
先
ほ
ど
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
な
言
葉

を
「
丸
で
子
供
に
対
す
る
様
」
に
、
二
度
ま
で
も
繰
り
返
す
の
で
あ
る
（
七
）
。

広
川
の
話
は
ま
た
も
「
外
れ
て
」
、
「
偽
善
」
と
「
露
悪
」
の
話
に
な
る
。
「
昔
の
偽
善
家
に

対
し
て
、
今
は
露
悪
家
許
り
の
状
態
に
あ
る
」
。
し
か
し
「
露
悪
」
が
「
度
を
越
」
し
て
「
極

端
に
達
」
す
る
と
「
利
他
主
義
が
復
活
」
し
、
「
そ
れ
が
又
形
式
に
流
れ
て
腐
敗
す
る
と
又
利

己
主
義
に
帰
参
す
る
」
。
こ
の
「
際
限
」
の
な
い
繰
り
返
し
の
う
ち
に
「
進
歩
」
が
あ
る
。

へ
い
か
う

「
英
国
を
見
給
へ
。
此
両
主
義
が
昔
か
ら
う
ま
く
平
衡
が
取
れ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
動
か
な
い
。

鱈
け

は
た

だ
か
ら
進
歩
し
な
い
」
。
「
自
分
丈
は
得
意
の
様
だ
が
、
傍
か
ら
見
れ
ば
堅
く
な
っ
て
、
化
石

し
か
Ｌ
っ
て
ゐ
る
」
。
そ
う
い
う
話
を
広
田
は
三
四
郎
に
聞
か
せ
て
い
る
。

ひ
つ
ら
や
う

広
田
は
「
母
」
の
よ
う
に
安
全
な
「
立
退
場
」
で
は
な
い
。
「
広
田
先
生
は
畢
寛
ハ
イ
ド
リ

オ
タ
フ
ヒ
ア
だ
」
（
十
一
）
と
い
う
三
四
郎
の
言
葉
ど
お
り
、
広
田
は
「
解
ら
な
い
な
が
ら
も
」

「
興
味
を
惹
く
」
（
同
）
書
物
、
解
読
さ
れ
る
べ
き
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。
だ
が
「
偉
大
な

暗
闇
」
（
四
）
と
は
、
そ
れ
自
身
〈
場
所
〉
を
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
汽
車
に
乗
る
人
Ⅱ
動
く
人
と
し
て
登
場
し
、
つ
ね
に
「
暗
い
方
へ
」
（
十
二
）
「
外
れ

血
つ
び
る
ま

て
」
い
こ
う
と
す
る
こ
の
男
は
、
同
時
に
「
奇
遡
な
空
の
下
」
「
真
昼
間
」
の
「
戸
外
が
好
い
」

（
同
）
と
明
る
さ
を
愛
す
る
男
で
も
あ
る
。
自
身
の
う
ち
に
「
矛
盾
」
を
抱
え
た
こ
の
遍
在
す

る
「
暗
闇
」
は
、
動
く
／
動
か
な
い
と
い
っ
た
次
元
を
、
超
越
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
そ
こ

●
●
●
●
●
●

か
ら
ず
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
相
対
化
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
「
奥
行
」
を
奪

よ
そ

わ
れ
た
三
四
郎
は
、
与
次
郎
ほ
ど
に
は
広
田
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
「
余
処
か
ら
見
る
」
（
十
）

余
裕
を
持
た
な
い
。

美
禰
子
は
「
正
直
か
正
直
で
な
い
か
」
。
三
四
郎
が
そ
の
考
え
を
「
真
直
に
」
進
め
る
と
ど

う
な
る
か
。
「
表
面
上
の
行
為
言
語
は
飽
迄
も
善
に
違
な
い
」
も
の
が
眼
の
前
に
あ
る
。
し
か

し
「
極
め
て
神
経
の
鋭
敏
に
な
っ
た
文
明
人
種
」
が
そ
れ
を
し
た
と
き
、
ほ
ん
と
う
に
「
正

直
」
に
「
そ
れ
自
身
が
目
的
」
で
そ
う
す
る
の
か
、
「
横
か
ら
見
て
も
縦
か
ら
見
て
も
」
「
偽

善
と
し
か
思
は
れ
な
い
様
に
仕
向
け
て
」
そ
う
し
て
い
る
の
か
、
区
別
が
つ
か
な
い
場
合
が

に
く
げ

あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
露
悪
家
」
の
中
で
「
正
直
」
な
だ
け
で
「
悪
気
が
な
い
」
〈
善
人
〉

と
「
尤
も
優
美
に
露
悪
家
に
な
ら
う
と
す
る
」
〈
悪
人
〉
と
を
外
側
か
ら
判
断
し
て
見
分
け

る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
（
七
）
。

美
禰
子
自
身
の
生
が
分
裂
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
よ
う
に
、
三
四
郎
も
ま
た
「
未
来
に
対
す

ふ
た
み
ら

は
ん
ぜ
ん

る
自
分
の
方
針
が
二
途
に
矛
盾
し
」
（
二
）
、
「
自
分
の
態
度
を
判
然
極
め
る
事
」
（
七
）
が
で

き
な
く
な
る
。

「
夜
」
は
こ
こ
で
も
や
は
り
広
田
を
と
お
し
て
、
三
四
郎
に
「
囚
は
れ
ち
ゃ
駄
目
だ
」
と

警
告
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
広
田
の
言
葉
に
対
し
て
も
そ
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
。
お

そ
ら
く
「
進
歩
」
と
は
〈
動
く
こ
と
〉
そ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
真
直
に
」
動
い
て

は
な
ら
な
い
。
広
田
の
話
が
つ
ね
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
問
題
の
中
心
か
ら
距
離
を
保
ち

そ

っ
っ
「
外
れ
」
続
け
る
こ
と
で
、
自
己
と
対
象
と
を
同
時
に
相
対
化
す
る
こ
と
。
だ
が
母
親

に
対
し
て
は
許
さ
れ
た
「
返
事
」
が
、
「
夜
」
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
許
さ
れ
な
い
三
四
郎
は
、

お
び
た
ぜ

「
一
面
の
星
月
夜
」
（
三
）
「
月
夜
」
（
四
）
「
星
が
移
し
く
多
い
」
「
美
し
い
空
」
（
六
）
「
高
く

晴
れ
て
何
処
か
ら
露
が
降
る
か
と
思
ふ
」
（
七
）
「
月
の
冴
え
た
」
（
九
）
夜
空
を
見
上
げ
る
ば

か
り
だ
。
そ
し
て
広
田
を
と
お
し
た
「
夜
」
か
ら
の
声
は
三
四
郎
に
届
か
な
い
。

や
が
て
「
夜
」
は
三
四
郎
を
見
限
っ
た
か
の
よ
う
に
「
風
」
を
吹
か
せ
、
彼
に
「
運
命
と

い
ふ
字
を
思
ひ
出
」
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
（
九
）
。
久
し
ぶ
り
の
母
の
「
長
い
手
紙
」
も
、
も
は

や
夜
の
時
間
に
読
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
（
十
一
）
。
そ
う
し
て
「
真
直
に
」
進
む
べ
き
道
を
断

や
は
ん

た
れ
た
三
四
郎
は
、
「
夜
半
か
ら
降
り
出
し
た
」
「
雨
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
尼
寺
へ
行
け
と

血
絶
り

云
ふ
一
句
を
柱
に
し
て
、
其
周
囲
に
ぐ
る
ｊ
、
低
個
」
（
十
二
）
す
る
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん

こ
れ
は
「
外
れ
」
る
こ
と
の
で
き
る
余
裕
あ
る
「
低
個
」
で
は
な
い
。

三
四
郎
が
こ
の
夢
の
中
で
「
野
々
宮
に
関
係
の
あ
る
女
」
を
自
殺
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
そ

し
て
「
池
の
端
で
逢
っ
た
女
」
を
野
々
宮
の
「
妹
」
と
考
え
そ
の
女
も
ま
た
死
な
せ
て
い
る

こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
夢
見
が
「
池
の
女
」
と
再
会
す
る
前
夜
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

「
リ
ボ
ン
」
に
よ
っ
て
野
々
宮
と
関
係
が
あ
る
こ
と
を
三
四
郎
が
知
る
以
前
の
こ
と
で
あ
る
こ

と
に
注
意
し
よ
う
。
こ
こ
に
は
「
夢
だ
か
ら
分
る
」
（
十
一
）
こ
と
が
あ
る
。

三
四
郎
は
夢
見
の
前
に
「
光
線
の
圧
力
の
研
究
を
す
る
為
に
、
女
を
礫
死
さ
せ
る
事
は
あ

礫
死
し
た
女
の
「
凄
い
死
顔
」
を
見
た
三
四
郎
は
、
そ
の
夜
夢
を
見
て
い
る
。

く
ば
だ

ｌ
礫
死
を
企
て
た
女
は
、
野
々
宮
に
関
係
の
あ
る
女
で
、
野
々
宮
は
そ
れ
と
知
っ
て

う
ぢ

た
ぜ

家
へ
帰
っ
て
来
な
い
。
只
三
四
郎
を
安
心
さ
せ
る
為
に
電
報
だ
け
掛
け
た
。
妹
無
事
と

い
つ
は
り

あ
る
の
は
偽
で
、
今
夜
礫
死
の
あ
っ
た
時
刻
に
妹
も
死
ん
で
仕
舞
っ
た
。
さ
う
し
て
其

い
た

妹
は
即
ち
三
四
郎
が
池
の
端
で
逢
っ
た
女
で
あ
る
。
…
…
（
三
）

三

夢
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る
ま
い
」
と
考
え
て
い
る
。
夢
は
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
り
、
野
々
宮
の
「
研
究
」
が
一
人
の

女
Ⅱ
美
禰
子
を
自
死
の
「
企
て
」
に
ま
で
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。

そ
し
て
後
に
三
四
郎
は
自
分
の
「
夢
」
へ
の
執
着
に
よ
っ
て
美
禰
子
Ⅱ
「
池
の
女
」
を
殺
す

こ
と
に
な
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
夢
の
中
の
二
人
の
女
は
同
一
人
物
で
あ
り
、
同
時
刻
に
死
ぬ

の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
こ
の
夢
が
一
人
の
女
を
引
き
裂
い
て
同
時
に
二
つ
の
場

所
に
存
在
さ
せ
、
求
め
て
い
る
男
と
す
れ
違
い
に
さ
せ
る
か
た
ち
で
女
の
生
を
奪
っ
て
い
る

と
見
る
な
ら
ば
、
三
四
郎
の
夢
は
、
三
四
郎
を
先
取
り
し
な
が
ら
す
で
に
「
三
四
郎
」
を
読

ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

野
々
宮
の
「
妹
が
此
間
見
た
女
の
様
な
気
が
し
て
堪
ま
ら
な
い
」
三
四
郎
は
次
の
よ
う
な

空
想
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

空
想
が
空
想
で
あ
る
程
度
に
、
「
代
理
」
は
「
代
理
」
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
「
物
足
ら
な
い
」

の
は
美
禰
子
の
方
で
あ
る
。
兄
恭
助
の
代
理
に
野
々
宮
が
お
り
、
野
々
宮
の
代
理
に
三
四
郎

が
い
る
。
美
禰
子
は
つ
い
に
「
代
理
」
と
し
か
出
会
え
な
い
。

三
四
郎
は
自
分
で
は
気
づ
か
ず
に
、
「
池
の
女
」
と
い
う
彼
の
「
夢
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

そ
う
し
て
「
池
の
女
」
と
い
う
枠
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
現
実
の
美
禰
子
を
見
殺
し
に
し
、

彼
女
を
眼
の
前
か
ら
遠
ざ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
池
の
女
」
が
よ
り
完
壁
な
「
夢
」

と
し
て
三
四
郎
に
生
き
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
逆
説
に
も
、
彼
自
身
気
づ
い
て
な
ど
い

な
い
。
し
か
し
そ
れ
こ
そ
が
「
囚
は
れ
」
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
広
田
の
夢

（
十
一
）
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
「
囚
は
れ
」
方
は
「
思
ひ
出
す
事
も
滅
多
に
な
い
」
く

ら
い
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「
二
十
年
」
ぶ
り
に
不
意
に
夢
の
中
に
現
れ
た
り
す
る
よ
う
な

「
囚
は
れ
」
方
で
あ
り
、
母
親
の
不
義
か
ら
生
ま
れ
「
結
婚
に
信
仰
を
霞
か
な
く
」
な
っ
た
男

を
、
そ
の
結
婚
に
踏
み
切
ら
せ
る
力
を
潜
在
的
に
持
つ
よ
う
な
「
囚
は
れ
」
方
な
の
で
あ
る
。

三
四
郎
は
も
う
一
遍
、
女
の
顔
付
と
眼
付
と
、
服
装
と
を
、
あ
の
時
あ
の
侭
に
、
繰
返

ね
這
い

そ
ば

し
て
、
そ
れ
を
病
院
の
寝
台
の
上
に
乗
せ
て
、
其
傍
に
野
々
宮
君
を
立
た
し
て
、
二
三

い
つ
ま

の
会
話
を
さ
せ
た
が
、
兄
で
は
物
足
ら
な
い
の
で
、
何
時
の
間
に
か
、
自
分
が
代
理
に

か
い
は
う
ぐ
わ
う

な
っ
て
、
色
々
親
切
に
介
抱
し
て
ゐ
た
。
所
へ
汽
車
が
轟
と
鳴
っ
て
孟
宗
薮
の
す
ぐ
下

を
通
っ
た
。
（
同
）

そ
れ

「
夫
で
結
婚
を
な
さ
ら
な
い
ん
で
す
か
」

先
生
は
笑
ひ
出
し
た
。

広
田
は
「
十
二
三
の
女
」
に
、
彼
の
「
結
婚
」
と
い
う
「
夢
」
を
殺
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
お
そ
ら
く
は
実
の
母
親
に
よ
っ
て
、
「
母
」
と
い
う
「
夢
」
と
同
時
に
「
結
婚
」
と
い
う

「
夢
」
を
も
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
男
が
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
「
夢
」
の
死
後
に
見
い
だ
す
Ⅱ
築

く
こ
と
に
な
っ
た
完
壁
な
「
夢
」
が
彼
の
「
森
の
女
」
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
壊
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
完
全
で
安
全
な
「
女
」
が
眠
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
「
囚
は
れ
」
る
こ
と
に
無
自

覚
で
な
い
広
田
は
、
こ
こ
で
三
四
郎
の
い
う
「
も
し
」
が
ま
た
も
う
一
つ
別
の
「
夢
」
で
あ

る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
人
が
こ
の
「
囚
は
れ
」
に
気
づ
く
の
は
、
自
分
の
「
夢
」
を
他
人
に
殺
さ
れ
る

と
い
う
経
験
、
あ
る
い
は
自
分
の
「
夢
」
を
見
続
け
よ
う
と
し
て
他
人
の
「
夢
」
を
殺
し
て

し
ま
っ
た
と
い
う
自
覚
を
と
お
し
て
で
し
か
な
い
。
三
四
郎
は
、
し
か
し
そ
の
「
夢
」
の
死

を
経
験
せ
ず
、
殺
し
を
自
覚
し
な
い
。

小
川
の
縁
に
腰
を
下
ろ
し
た
二
人
の
前
に
「
髭
を
生
や
し
」
た
男
が
現
れ
る
。
「
憎
悪
」
の

に
ら

昨
し
つ

眼
で
「
睨
め
付
け
」
ら
れ
て
「
凝
と
坐
っ
て
ゐ
に
く
い
程
な
束
縛
を
感
じ
」
な
が
ら
、
し
か

し
「
安
心
し
て
夢
を
見
て
ゐ
る
」
男
は
「
夢
」
か
ら
覚
め
た
が
ら
な
い
。
「
「
私
そ
ん
な
に
生

マ
ー
プ
ル
や
う

「
重
い
事
。
大
理
石
の
様
に
見
え
ま
す
」

ふ
た
へ
ま
ぶ
た

美
禰
子
は
二
重
瞼
を
細
く
し
て
高
い
所
を
眺
め
て
ゐ
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
細
く
な
っ

た
侭
の
眼
を
静
か
に
三
四
郎
の
方
に
向
け
た
。
さ
う
し
て
、

「
大
理
石
の
様
に
見
え
る
で
せ
う
」
と
聞
い
た
。
三
四
郎
は
、

「
え
鷺
、
大
理
石
の
様
に
見
え
ま
す
」
と
答
へ
る
よ
り
外
は
な
か
っ
た
。
女
は
そ
れ

で
黙
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
今
度
は
三
四
郎
が
云
っ
た
。

「
か
う
云
ふ
空
の
下
に
ゐ
る
と
、
心
が
重
く
な
る
が
気
は
軽
く
な
る
」

「
ど
う
云
ふ
訳
で
す
か
」
と
美
禰
子
が
問
ひ
返
し
た
。

三
四
郎
に
は
、
ど
う
云
ふ
訳
も
な
か
っ
た
。
返
事
は
せ
ず
に
、
又
か
う
云
っ
た
。

「
安
心
し
て
夢
を
見
て
ゐ
る
様
な
空
模
梯
だ
」

「
動
く
様
で
、
な
か
ノ
ー
動
き
ま
せ
ん
ね
」
と
美
禰
子
は
又
遠
く
の
雲
を
眺
め
出
し
た
。

（
五
）

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク

「
そ
れ
程
浪
漫
的
な
人
間
ぢ
や
な
い
。
僕
は
君
よ
り
も
遥
に
散
文
的
に
出
来
て
ゐ
る
」

「
然
し
、
も
し
其
女
が
来
た
ら
御
貰
ひ
に
な
っ
た
で
せ
う
」

「
さ
う
さ
ね
」
と
一
度
考
へ
た
上
で
、
「
貰
っ
た
ら
う
ね
」
と
云
っ
た
。
（
十
一
）

-13-
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眩
き
は
た
だ
「
迷
へ
る
子
」
と
し
か
聞
こ
え
な
い
（
五
耳

〈
多
く
の
美
し
い
女
性
に
接
す
る
こ
と
〉
と
〈
美
し
い
細
君
を
得
る
こ
と
〉
。
こ
の
二
つ

の
「
夢
」
の
狭
間
か
ら
美
禰
子
と
い
う
生
身
の
女
が
飛
び
出
し
て
く
る
。
し
か
し
三
四
郎
は

目
の
前
の
「
明
瞭
な
女
」
（
五
）
の
素
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
三
四
郎
は
自
分
の
「
夢
」

と
い
う
枠
組
み
の
内
側
で
し
か
「
意
味
の
あ
る
も
の
」
（
同
）
を
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

美
禰
子
は
「
立
派
な
人
」
（
十
）
と
結
婚
し
、
「
森
の
女
」
と
い
う
一
枚
の
絵
を
残
し
て
三
四

郎
の
前
か
ら
去
っ
て
行
く
。
三
四
郎
は
「
森
の
女
と
云
ふ
題
が
悪
い
」
と
い
い
、
「
た
普
口
の

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ
ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ

中
で
迷
羊
、
迷
羊
と
繰
返
」
す
（
十
三
）
。

三
四
郎
は
、
重
松
泰
雄
が
い
う
よ
う
に
八
「
迷
羊
』
美
禰
子
の
孤
独
を
と
お
し
て
真
に

『
迷
羊
」
た
る
自
己
に
目
ざ
め
た
ｖ
⑤
の
で
あ
ろ
う
か
。
越
智
治
雄
は
Ａ
お
そ
ら
く
作
者
の
関

心
は
、
動
揺
し
秩
序
を
喪
失
し
た
現
実
の
中
で
、
虚
妄
と
坊
僅
を
必
然
と
す
る
人
間
把
握
に

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ

到
達
す
る
時
間
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
ｖ
⑥
と
指
摘
し
て
い
た
。
「
迷
羊
」
は
い
く
つ
も
の
「
夢
匡

を
、
そ
し
て
「
夢
」
の
中
だ
け
を
佑
僅
わ
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
作
者
の
関
心
や
認
識
は

と
も
か
く
、
三
四
郎
に
は
、
美
禰
子
に
は
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
、
虚
妄
と
祐
復
を
「
必
然
」

と
す
る
自
己
認
識
は
な
い
。

た
し
か
に
三
四
郎
は
「
夢
」
の
中
で
し
か
生
き
ら
れ
な
い
人
間
な
の
で
あ
り
、
た
と
え
か

り
に
彼
が
「
夢
」
か
ら
覚
め
た
と
思
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
ま
た
一
つ
の
「
夢
」
で
し
か

な
い
よ
う
な
世
界
に
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ
人
物
で
あ
る
。
「
夢
」
か
ら
覚
め
る
と
い
う
そ
の
こ
と

自
体
が
不
可
能
な
「
夢
」
に
他
な
ら
な
い
の
だ
と
し
て
も
、
で
は
「
夢
」
の
中
で
覚
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
で
き
は
し
ま
い
か
。
お
そ
ら
く
美
禰
子
の
二
つ
に
分
裂
し
た
行
為
に
は
、

そ
う
し
た
試
み
が
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
美
禰
子
の
そ
ん
な
欲
望
に
無
縁
な

三
四
郎
は
最
後
ま
で
「
夢
」
に
対
す
る
認
識
を
持
ち
得
ず
、
「
夢
」
の
中
に
眠
り
続
け
る
青
年

意
気
に
見
え
ま
す
か
』
」
。
「
池
の
女
」
で
は
な
く
、
眼
の
前
の
〈
小
川
の
女
〉
を
見
よ
。
お
そ

ら
く
は
、
美
禰
子
こ
そ
「
小
川
三
四
郎
」
と
い
う
名
が
悪
い
と
い
い
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

し
か
し
「
小
川
」
の
省
か
れ
た
『
三
四
郎
」
と
い
う
題
を
持
つ
作
品
の
中
で
は
、
美
禰
子
の

し
か
し
「
小
川
」
の
省
か
』

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ

咳
き
は
た
だ
「
迷
へ
る
子
」

な
の
で
あ
る
。

「
池
の
女
」
と
し
て
記
憶
し
た
女
が
「
森
の
女
」
と
し
て
眼
の
前
に
残
さ
れ
た
こ
と
に
ど

う
し
て
も
違
和
を
感
じ
る
三
四
郎
は
、
「
池
の
女
」
を
殺
し
た
の
が
他
で
も
な
い
自
分
自
身
で

あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
池
の
女
」
と
い
う
「
夢
」
を
（
変
わ
ら
な
い
と
い
う
意

味
で
）
完
全
な
も
の
と
し
て
自
分
の
う
ち
に
取
り
込
ん
だ
の
だ
と
い
う
自
覚
を
持
た
な
い
ま

ま
、
し
か
し
「
池
の
女
」
と
い
う
た
だ
一
つ
の
「
夢
」
を
見
続
け
た
い
、
変
わ
ら
な
い
「
夢
」

の
中
で
眠
り
続
け
て
い
た
い
と
い
う
本
心
だ
け
は
「
正
直
」
に
洩
ら
し
て
い
る
「
露
悪
家
」

と
し
か
聞
こ
え
な
い

へ

五
一

◎

里
見
美
禰
子
は
早
く
に
両
親
と
長
兄
を
亡
く
し
、
残
っ
た
兄
恭
助
と
の
二
人
き
り
の
生
活

の
中
で
、
そ
の
兄
か
ら
「
放
任
」
（
八
）
さ
れ
て
育
っ
て
い
る
。
「
田
舎
」
あ
る
い
は
「
旧
式
」

の
女
性
に
比
べ
て
、
美
禰
子
は
「
自
由
」
な
境
遇
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
「
自
由
」
は
、
血

の
つ
な
が
っ
た
親
を
亡
く
し
、
残
さ
れ
た
「
肉
親
」
と
は
あ
る
距
離
を
持
っ
て
生
き
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
う
代
償
の
上
に
成
立
し
て
い
る
⑦
。
野
々
宮
よ
し
子
が
兄
宗
八
に
甘
え
る
よ
う

に
は
美
禰
子
は
兄
に
甘
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
じ
よ
う
な
境
遇
に
見
え
て
よ
し
子
と
美

禰
子
に
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。

三
四
郎
は
「
何
で
来
た
か
」
「
実
は
分
ら
な
い
」
ま
ま
、
野
々
宮
を
訪
ね
、
よ
し
子
に
会
っ

て
い
る
。
よ
し
子
の
兄
に
対
す
る
「
大
い
に
尤
も
な
様
な
、
又
何
処
か
抜
け
て
ゐ
る
様
な
」

意
見
を
聞
い
て
、
し
か
し
三
四
郎
は
「
よ
し
子
に
対
す
る
敬
愛
の
念
を
抱
い
て
」
帰
る
の
で

あ
る
（
五
）
。
三
四
郎
は
「
こ
れ
し
き
の
女
」
と
思
う
と
同
時
に
「
東
京
の
女
学
生
は
決
し
て

馬
鹿
に
出
来
な
い
」
と
も
思
う
。
だ
が
三
四
郎
が
馬
鹿
に
で
き
な
い
の
は
、
よ
し
子
の
「
尤

も
な
」
と
こ
ろ
で
は
な
く
、
「
抜
け
て
ゐ
る
」
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
美

禰
子
に
は
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
広
田
式
に
い
え
ば
、
三
四
郎
と
い
う
「
装
澄
」
（
九
）
は
、
美
禰
子
の
「
自
然
」
を

「
矛
ラ
プ
チ
ュ
ア
ス
」
「
艶
な
る
あ
る
も
の
」
「
残
酷
」
と
し
か
「
翻
訳
」
で
き
な
い
。
つ
ま
り

三
四
郎
は
、
こ
の
範
囲
で
し
か
「
人
格
上
の
感
化
」
を
受
け
ず
、
こ
の
範
囲
で
し
か
彼
女
の

「
自
然
」
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
彼
の
「
池
の
女
」
と
い
う

「
夢
」
Ⅱ
〈
枠
〉
な
の
で
あ
る
。

オ
ラ
プ
チ
ュ
ア
ス
！
池
の
女
の
此
時
の
眼
付
を
形
容
す
る
に
は
是
よ
り
外
に
言
葉
が
な
い
。

血
さ
く
わ
ん
の
う

何
か
訴
へ
て
ゐ
る
。
艶
な
る
あ
る
も
の
を
訴
へ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
正
し
く
官
能
に
訴

と
凪

へ
て
ゐ
る
。
け
れ
ど
も
官
能
の
骨
を
透
し
て
髄
に
徹
す
る
訴
へ
方
で
あ
る
。
甘
い
も
の

に
堪
へ
得
る
程
度
を
超
え
て
、
烈
し
い
刺
激
と
変
ず
る
訴
へ
方
で
あ
る
。
甘
い
と
云
は

い
や
こ

ん
よ
り
は
苦
痛
で
あ
る
。
卑
し
く
媚
び
る
の
と
は
無
論
違
う
。
見
ら
れ
る
も
の
堅
方
が

こ
び

是
非
媚
た
く
な
る
程
に
残
酷
な
眼
付
で
あ
る
。
（
四
）

四
装
圃
と
自
然

－14－
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『
三
四
郎
」
の
男
た
ち
は
、
美
禰
子
の
「
自
然
」
を
受
け
止
め
る
存
在
と
し
て
は
あ
ま
り

に
「
人
工
的
」
（
四
）
で
あ
り
、
観
念
的
で
あ
る
。
野
々
宮
は
「
女
に
は
詩
人
が
多
い
」
（
五
）

と
い
い
、
与
次
郎
は
「
イ
ブ
セ
ン
の
人
物
に
似
て
ゐ
る
の
は
里
見
の
御
壊
さ
ん
許
り
ぢ
や
な

い
。
今
の
一
般
の
女
性
は
み
ん
な
似
て
い
る
」
（
六
）
と
い
う
。
原
口
は
「
こ
れ
か
ら
の
女
は

き

み
ん
な
左
う
な
る
」
（
七
）
と
い
い
、
語
り
手
ま
で
が
「
三
四
郎
は
近
頃
女
に
囚
れ
た
」
（
同
）

と
い
う
の
で
あ
る
。

よ
そ

む
ろ
ん
「
余
処
か
ら
見
る
」
こ
と
と
一
般
化
し
て
し
ま
う
こ
と
と
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
。

し
か
し
、
人
間
は
そ
も
そ
も
〈
人
間
の
自
然
〉
を
観
察
す
る
「
装
置
」
と
し
て
は
不
適
格
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
作
者
の
動
か
せ
な
い
認
識
で
あ
る
。
広
田
の
話
に
明
ら
か
な

よ
う
に
、
人
間
は
「
光
線
」
と
は
違
っ
て
「
あ
る
状
況
の
下
に
」
「
ど
ん
な
所
作
を
し
て
も
自

然
」
（
九
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
三
四
郎
と
い
う
「
装
置
」
と
そ
の
背
景
と
し
て
の
男

た
ち
の
存
在
は
、
美
禰
子
と
い
う
存
在
が
ま
す
ま
す
謎
に
包
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
だ
け
は
貢

献
す
る
こ
と
に
な
る
。

女
が
礫
死
し
た
夜
、
三
四
郎
は
女
の
「
「
あ
巽
あ
ぁ
、
も
う
少
し
の
間
だ
』
／
と
云
ふ
声
」

ひ
と
り
ご
と

を
「
真
実
の
独
白
」
と
し
て
聞
い
た
は
ず
で
あ
る
（
三
）
。
美
禰
子
の
「
美
し
い
享
楽
の
底
に
、

一
種
の
苦
悶
が
あ
る
」
（
十
）
こ
と
を
見
逃
さ
な
い
三
四
郎
は
、
し
か
し
彼
女
の
洩
ら
す
「
迷

へ
る
子
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
「
凡
て
に
捨
て
ら
れ
た
人
の
、
凡
て
か
ら
返
事
を
予
期

し
な
い
、
真
実
の
独
白
」
（
同
）
と
は
聞
か
な
い
。
そ
れ
が
あ
の
蝶
死
し
た
若
い
女
の
声
が
発

せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
と
同
じ
く
場
所
〉
か
ら
の
も
の
か
も
知
れ
ぬ
と
い
う
疑
い
す
ら
持
て
な
い
で

い
る
。
そ
こ
は
彼
が
「
夜
」
を
求
め
て
立
っ
て
い
る
そ
の
〈
場
所
〉
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ

の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
か
ぎ
り
三
四
郎
の
自
己
発
見
も
自
己
確
認
も
あ
り
得
な
い
。

ひ
と
あ
し
わ
８
の

「
一
歩
傍
へ
退
く
事
は
夢
に
も
案
じ
得
な
い
」
（
十
）
三
四
郎
は
、
最
初
か
ら
不
可
能
な
仕

事
を
請
け
負
っ
て
い
る
「
装
置
」
と
し
て
の
そ
の
役
割
に
堪
え
き
れ
な
い
か
の
よ
う
に
、
素

る
。

た
と
え
ば
美
禰
子
の
「
礼
」
に
対
し
て
、
三
四
郎
は
応
対
す
る
術
を
持
た
な
い
。
三
四
郎

だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
「
習
っ
て
覚
え
た
も
の
で
は
な
い
」
も
の
、
す
な
わ
ち
美
禰
子
の

「
自
然
」
に
対
応
し
得
る
も
の
は
、
自
然
現
象
と
し
て
の
自
然
を
除
い
て
ほ
か
に
な
い
の
で
あ

か
が

女
は
腰
を
曲
め
た
。
三
四
郎
は
知
ら
ぬ
人
に
礼
を
さ
れ
て
驚
い
た
と
云
ふ
よ
り
も
、

む
し

た
く
み

寧
ろ
礼
の
仕
方
の
巧
な
の
に
驚
い
た
。
腰
か
ら
上
が
、
風
に
乗
る
紙
の
様
に
ふ
わ
り
と

肱
つ
８
り

前
に
落
ち
た
。
し
か
も
早
い
。
そ
れ
で
、
あ
る
角
度
迄
来
て
苦
も
な
く
確
然
と
留
っ
た
。

無
論
習
っ
て
覚
え
た
も
の
で
は
な
い
。
（
三
）

手
で
光
線
の
圧
力
を
測
ろ
う
と
す
る
科
学
者
を
演
じ
よ
う
と
す
る
。
美
禰
子
の
不
幸
は
、
彼

女
の
「
自
然
」
の
解
読
と
そ
の
共
有
を
他
の
人
間
に
期
待
で
き
な
い
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意

味
で
美
禰
子
に
他
者
は
存
在
し
な
い
。
彼
女
は
空
を
見
上
げ
、
雲
を
眺
め
る
ほ
か
に
な
い
。

三
四
郎
の
「
浪
漫
的
」
純
真
さ
は
美
禰
子
の
「
自
然
」
を
た
し
か
に
動
か
し
は
す
る
。
が
、

そ
の
「
自
然
」
の
「
苦
悶
」
を
救
う
力
は
、
若
さ
と
い
う
よ
う
な
暖
昧
な
も
の
に
は
な
い
の

で
あ
る
。

美
禰
子
に
つ
い
て
、
三
四
郎
は
与
次
郎
に
質
し
て
い
る
。
「
周
囲
に
調
和
し
て
行
け
る
か
ら
、

落
ち
付
い
て
ゐ
ら
れ
る
の
で
、
何
処
か
に
不
足
が
あ
る
か
ら
、
底
の
方
が
乱
暴
だ
と
云
ふ
意

味
ぢ
や
な
い
の
か
」
（
六
）
。
彼
女
の
欲
望
を
叶
え
て
く
れ
る
対
象
は
、
「
現
実
世
界
」
の
側
に

は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
「
現
実
世
界
」
こ
そ
が
一
つ
の
「
夢
」
に
す
ぎ
な
い
か
ら
と
い
う

よ
り
は
、
美
禰
子
の
欲
望
が
「
自
己
」
と
い
う
彼
女
自
身
に
よ
っ
て
櫛
築
さ
れ
る
べ
き
「
夢
」

の
問
題
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。

ぐ
わ
で
ふ

「
三
四
郎
は
詩
の
本
を
」
「
美
禰
子
は
大
き
な
画
帖
を
」
開
く
（
四
）
。
広
田
式
に
い
え
ば
、

且

「
詩
」
と
は
〈
移
り
ゆ
く
も
の
〉
で
あ
り
、
「
画
」
と
は
〈
変
わ
ら
な
い
も
の
〉
で
あ
る
。
男

た
ち
は
、
で
は
自
ら
「
詩
」
た
り
得
て
い
る
か
。
「
も
っ
と
美
し
い
方
へ
方
へ
」
（
十
一
）
。
し

か
し
自
ら
を
変
え
る
こ
と
な
く
そ
こ
へ
と
移
動
し
得
る
と
い
う
思
い
込
み
が
錯
覚
で
し
か
な
い

の
は
広
田
の
夢
（
十
一
）
と
彼
の
「
囚
は
れ
」
に
対
す
る
自
覚
を
見
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
広
田
は
、
自
ら
の
変
化
を
覚
悟
の
上
で
「
囚
は
れ
ち
ゃ
駄
目
だ
」
と
い
う
の
で

あ
る
。
移
動
と
変
化
の
す
す
め
。
し
か
し
こ
の
警
告
の
主
旨
を
理
解
し
、
そ
れ
を
徹
底
的
に

実
践
し
て
み
せ
る
の
は
美
禰
子
だ
け
な
の
で
あ
る
。

だ
て
う
が
Ｉ
ア

雲
を
眺
め
る
美
禰
子
は
、
三
四
郎
に
「
駝
鳥
の
襟
巻
に
似
て
ゐ
る
で
せ
う
」
（
四
）

守
０
プ
ル

「
大
理
石
の
様
に
見
え
る
で
せ
う
」
（
五
）
と
聞
い
て
い
る
。
彼
女
は
三
四
郎
の
前
で
「
自
然
」

を
決
し
て
「
人
格
上
の
言
葉
に
翻
訳
」
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
美
禰
子
は
「
詩
」
で
は
な
く

か

「
画
」
を
選
ぶ
。
「
画
」
は
画
工
の
原
口
が
い
う
よ
う
に
「
心
を
描
く
ん
ぢ
や
な
い
。
心
が
外

み
ぜ

へ
見
世
を
出
し
て
ゐ
る
所
を
描
く
」
（
十
）
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
眼
」
は
「
心

つ
も
り

を
写
す
積
で
」
描
か
れ
る
の
で
は
な
く
「
た
曹
眼
と
し
て
」
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
人
格

上
の
言
葉
」
と
い
う
〈
枠
〉
に
お
さ
ま
り
き
ら
な
い
「
自
然
」
を
抱
え
て
い
る
美
禰
子
は
そ

れ
を
「
乱
暴
」
（
六
）
な
ど
と
い
う
貧
し
い
言
葉
に
「
翻
訳
」
し
て
欲
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

五
結
婚
と
肖
像
画

－15－
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「
空
中
飛
行
器
」
の
議
論
で
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
野
々
宮
が
美
禰
子
の
煩
悶
に
匹

敵
す
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
野
々
宮
が
「
燈
台
」
（
四
）
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る

の
は
、
彼
が
外
国
で
知
ら
れ
て
い
な
が
ら
日
本
で
は
誰
も
知
ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
。
野
々

宮
が
自
分
の
立
っ
て
い
る
〈
場
所
〉
を
動
こ
う
と
し
な
い
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
女
が
何

を
求
め
て
い
る
の
か
、
そ
れ
さ
え
も
知
ろ
う
と
は
し
な
い
。

運
動
会
を
抜
け
て
池
を
見
お
ろ
す
「
高
い
崖
」
に
立
つ
場
面
（
六
）
で
、
よ
し
子
に
「
「
ま

だ
此
処
を
御
存
じ
な
い
の
」
」
「
「
飛
び
込
ん
で
御
覧
な
さ
い
』
」
と
い
う
美
禰
子
は
、
よ
し
子

を
自
分
の
い
ま
い
る
〈
場
所
〉
に
立
た
せ
よ
う
と
し
、
よ
し
子
が
い
ま
い
る
〈
場
所
〉
を
彼

あ
ん

女
に
換
わ
っ
て
占
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
「
「
で
も
余
ま
り
水
が
汚
な
い
わ
ね
」
」

そ

と
答
え
る
よ
し
子
は
水
平
に
「
外
れ
」
る
人
で
あ
る
。
「
真
直
に
」
進
む
人
美
禰
子
は
ま
さ
し

く
垂
直
に
「
飛
ば
う
」
と
し
て
い
る
の
だ
。
変
わ
ろ
う
と
し
、
変
わ
れ
る
と
信
じ
た
い
の
で

あ
る
。
変
わ
り
た
く
な
い
、
変
わ
れ
な
い
男
た
ち
は
そ
れ
を
理
解
し
な
い
。

「
露
悪
家
」
と
し
て
生
き
ざ
る
を
得
な
い
時
代
と
は
、
「
浪
漫
的
自
然
派
」
（
九
）
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
制
約
の
内
側
で
「
正
直
」
で
あ
ろ
う
と
す
る

こ
と
、
真
に
変
わ
ろ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
う
し
た
欲
望
に
忠
実
に
「
真
直
」
進
め
ば
、
必
ず

里
見
美
禰
子
的
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。
〈
変
わ
ら
な
い
も
の
〉
と
し
て
あ
る
「
画
」
は
そ
の
と

ば
か

「
そ
ん
な
事
を
す
れ
ば
、
地
面
の
上
へ
落
ち
て
死
ぬ
許
り
だ
」
是
は
男
の
声
で
あ
る
。

「
死
ん
で
も
、
其
方
が
可
い
と
思
ひ
ま
す
」
是
は
女
の
答
で
あ
る
。

だ
け

「
尤
も
そ
ん
な
無
謀
な
人
間
は
、
高
い
所
か
ら
落
ち
て
死
ぬ
丈
の
価
値
は
充
分
あ
る
」

「
残
酷
な
事
を
仰
し
や
る
」

（
中
略
）

「
（
略
）
高
く
飛
ば
う
と
云
ふ
に
は
、
飛
べ
る
丈
の
装
硬
を
考
へ
た
上
で
な
け
れ
ば
出

８
＆

来
な
い
に
極
っ
て
ゐ
る
。
頭
の
方
が
先
に
要
る
に
違
な
い
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
」

「
そ
ん
な
に
高
く
飛
び
た
く
な
い
人
は
、
そ
れ
で
我
慢
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」

ば
か
り

「
我
慢
し
な
け
れ
ば
死
ぬ
許
で
す
も
の
」

「
さ
う
す
る
と
安
全
で
地
面
の
上
に
立
っ
て
ゐ
る
の
が
一
番
好
い
事
に
な
り
ま
す
ね
。

つ
き
－

何
だ
か
詰
ら
な
い
様
だ
」

や

野
々
宮
さ
ん
は
返
事
を
已
め
て
、
広
田
先
生
の
方
を
向
い
た
が
、

「
女
に
は
詩
人
が
多
い
で
す
ね
」
と
笑
ひ
な
が
ら
云
っ
た
。
す
る
と
広
田
先
生
が
、

へ
い
か
へ

「
男
子
の
弊
は
却
っ
て
純
粋
の
詩
人
に
な
り
切
れ
な
い
所
に
あ
る
だ
ら
う
」
と
妙
な

挨
拶
を
し
た
。
野
々
宮
さ
ん
は
そ
れ
で
黙
っ
た
。
（
五
）

き
、
欲
望
の
可
能
性
と
し
て
と
同
時
に
、
不
可
能
性
と
し
て
現
れ
る
。
不
徹
底
な
「
露
悪
家
」
、

中
途
半
端
な
「
詩
」
で
あ
る
し
か
な
い
男
た
ち
に
は
そ
れ
が
謎
で
あ
る
。
変
わ
れ
な
い
美
禰

子
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
中
に
変
わ
り
た
い
と
い
う
欲
望
を
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
。

玉
井
敬
之
は
美
禰
子
の
結
婚
に
つ
い
て
、
Ａ
こ
の
結
婚
は
不
自
然
で
ｖ
Ａ
こ
の
「
宿
命
の

女
」
に
は
、
夫
を
破
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
何
か
恐
ろ
し
い
も
の
を
秘
め
て
い

る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
ｖ
⑧
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
「
恐
ろ
し
い
も
の
」
が
か
り

に
生
き
延
び
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
美
禰
子
の
結
婚
生
活
に
で
は
な
く
、
彼
女
が
残
し
た

「
画
」
の
中
に
で
は
な
か
っ
た
か
。

美
禰
子
の
自
己
実
現
の
欲
望
が
、
野
々
宮
と
い
う
他
者
に
よ
っ
て
無
視
さ
れ
見
殺
し
に
さ

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ

れ
る
か
た
ち
で
相
対
化
さ
れ
た
と
き
、
彼
女
は
「
迷
へ
る
子
」
を
自
覚
す
る
。
し
か
し
殺
さ

れ
ず
生
き
延
び
て
持
て
余
さ
れ
た
欲
望
は
、
三
四
郎
と
い
う
も
う
一
人
の
「
迷
羊
」
を
発
見

し
、
彼
を
自
分
の
仲
間
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
外
に
向
か
お
う
と
す
る
自
ら
の
欲
望
が

ど
の
方
向
に
も
閉
ざ
さ
れ
て
あ
る
の
に
気
づ
い
た
美
禰
子
は
、
そ
の
自
己
を
「
結
婚
」
へ
の

決
意
と
「
画
」
を
残
す
こ
と
と
の
二
つ
に
振
り
分
け
る
。
こ
の
こ
と
は
「
自
己
本
位
」
（
七
）

と
い
う
も
の
が
結
果
と
し
て
余
儀
な
く
さ
れ
る
二
つ
の
み
ち
す
じ
を
示
し
て
い
る
。
一
つ
は

「
自
己
」
を
押
え
込
む
か
た
ち
で
殺
す
方
向
で
あ
り
、
一
つ
は
「
自
己
」
を
〈
表
現
〉
す
る
か

た
ち
で
生
か
す
方
向
で
あ
る
。
「
自
己
本
位
」
が
社
会
や
他
者
と
い
っ
た
外
に
対
し
て
の
通
路

を
持
て
な
い
で
い
る
と
き
に
は
、
と
り
あ
え
ず
こ
の
二
つ
の
方
向
に
し
か
道
は
な
い
の
で
あ

る
。

そ
こ
で
作
者
と
そ
の
創
作
と
の
関
係
と
い
っ
た
問
題
と
も
関
連
さ
せ
て
、
「
自
己
本
位
」
の

確
立
の
可
能
性
を
具
体
的
な
人
間
関
係
の
中
に
お
い
て
で
は
な
く
、
芸
術
と
い
う
〈
表
現
〉

の
領
域
に
見
い
出
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
す
る
見
方
に
誘
わ
れ
や
す
い
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
そ
れ
だ
け
で
は
少
な
く
と
も
『
三
四
郎
』
に
お
け
る
美
禰
子
の
「
宿
命
」
を
説
明
す
る
に

は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。
美
禰
子
は
自
ら
の
欲
望
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
死
で
さ
え
も
誰
と
も

分
か
ち
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
彼
女
の
〈
表
現
〉
は
他

人
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
度
、
美
禰
子
の
「
結
婚
」
と
「
画
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
彼
女
の
「
結
婚
」

は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
同
時
に
「
画
」
が
残
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
彼
女
の
全
面
的
な
改

心
、
あ
る
い
は
回
心
を
示
す
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
彼
女
の
「
画
」

チ
ヤ
ー
テ

は
、
同
時
に
「
会
堂
」
（
十
二
）
が
あ
る
た
め
に
「
罪
」
の
告
白
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
否
定

や
そ
け
う

さ
れ
る
は
ず
の
も
の
は
「
耶
蘇
教
」
（
同
）
が
引
き
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
「
画
」

に
は
、
美
禰
子
に
と
っ
て
、
少
な
く
と
も
美
禰
子
に
だ
け
は
最
後
ま
で
肯
定
さ
れ
る
は
ず
の
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も
の
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
「
画
」
と
な
っ
た
今
も
誰
と
も
分
か
ち
合
え
な

い
ま
ま
で
い
る
。

美
禰
子
の
肖
像
は
、
ま
ず
は
そ
れ
を
描
く
画
工
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
観
る
者
に
と
、
二
重

に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
美
禰
子
に
と
っ
て
、
「
画
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
「
画
」

を
残
そ
う
と
し
た
そ
の
姿
勢
だ
け
が
問
題
と
な
る
。
丹
青
会
の
会
場
に
現
れ
た
野
々
宮
や
広

田
先
生
は
「
画
」
の
「
技
巧
の
評
ば
か
り
す
る
」
（
十
三
）
。
彼
ら
は
、
そ
の
「
画
」
が
「
鼓

の
音
の
様
に
間
が
抜
け
て
ゐ
て
、
面
白
い
画
」
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
、
そ
れ
も
画
工

の
原
口
が
す
で
「
自
白
」
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
で
あ
る
。
与
次
郎
は
二
人
に

「
異
を
樹
て
」
て
、
「
里
見
さ
ん
を
描
い
ち
ゃ
、
誰
が
描
い
た
っ
て
、
間
が
抜
け
て
る
様
に
は

ね

描
け
ま
せ
ん
よ
」
と
い
う
。
た
し
か
に
、
美
禰
子
は
「
鼓
の
音
の
様
に
ぼ
ん
ノ
ー
す
る
画
」
に

は
描
い
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
彼
女
自
身
が
「
鼓
の
音
の
様
に
ぼ
ん
ノ
、
す

る
」
人
間
に
な
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

美
禰
子
に
「
迷
羊
」
と
認
め
ら
れ
た
三
四
郎
は
「
画
」
を
批
評
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
「
科

学
者
」
や
「
批
評
家
」
が
見
落
と
し
て
い
る
も
の
、
見
よ
う
と
も
し
な
い
も
の
を
三
四
郎
だ

け
は
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

三
四
郎
は
「
自
己
」
と
い
う
「
夢
」
に
は
無
縁
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
現
す
べ
き
「
自

己
」
を
得
よ
う
と
し
て
美
禰
子
を
求
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
三
四
郎
の
行
動
は
、
あ
く
ま
で

も
「
美
し
い
女
性
」
を
「
研
究
」
す
る
延
長
上
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
彼
は
「
低
個
家
」
に

お
も
て

と
ど
ま
っ
て
い
る
。
た
だ
し
距
離
も
余
裕
も
持
て
な
い
中
途
半
端
な
「
低
掴
家
」
は
、
「
面
」

が
「
底
」
で
あ
り
「
底
」
が
「
面
」
で
あ
る
よ
う
な
世
界
で
、
そ
の
「
面
」
を
横
滑
り
に
横

断
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
「
底
」
向
か
っ
て
「
真
直
に
」
も
進
む
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

三
四
郎
に
は
成
長
と
い
う
も
の
が
な
い
。
そ
し
て
だ
か
ら
こ
そ
三
四
郎
は
、
彼
だ
け
に
許
さ

れ
た
権
利
を
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

「
自
己
」
と
い
う
「
夢
」
に
「
囚
は
れ
」
、
「
肖
像
画
」
を
残
そ
う
と
し
た
美
禰
子
。
「
迷
圭
直

で
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
「
迷
羊
」
を
肯
定
し
続
け
ら
れ
な
か
っ
た
美
禰
子
も
ま

「
ど
う
だ
森
の
女
は
」

「
森
の
女
と
云
ふ
題
が
悪
い
」

「
ぢ
や
、
何
と
す
れ
ば
好
い
ん
だ
」

三
四
郎
は
何
と
も
答
へ
な
か
っ
た
。

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ

た
ご
口
の
内
で
迷
羊
、

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ

迷
羊
と
繰
返
し
た
。（

十
三
）

「
自
己
」
と
い
う
「
夢
」
を
築
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
に
、
し
た
が
っ
て
「
自
己
」
と

い
う
〈
枠
〉
に
お
さ
め
き
れ
な
か
っ
た
も
の
を
、
一
枚
の
「
画
」
と
し
て
額
縁
の
中
に
押
し

込
ん
だ
か
に
見
え
る
美
禰
子
は
、
で
は
「
耶
蘇
教
」
と
い
う
額
縁
に
何
を
お
さ
め
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
。
む
し
ろ
「
自
己
」
な
ど
と
い
う
「
夢
」
Ⅱ
「
罪
」
を
持
た
ず
に
生
き
て
い
け

る
〈
場
所
〉
と
し
て
そ
こ
は
選
ば
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
十
字
架
と
い
う
も
の
が
〈
枠
〉

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
〈
枠
〉
の
不
在
を
内
側
か
ら
支
え
る
も
の
と
で
も
い
う
よ
う
に
、
そ

こ
に
い
る
美
禰
子
は
、
い
ま
い
っ
さ
い
の
〈
枠
〉
か
ら
解
放
さ
れ
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
問
い
に
誘
わ
れ
な
が
ら
、
し
か
し
美
禰
子
と
「
耶
蘇
教
」
と
の
結
び
つ
き
に
は
、

彼
女
と
「
画
」
ほ
ど
の
切
実
さ
は
窺
え
な
い
。
作
者
は
作
品
を
壊
し
て
ま
で
美
禰
子
の
「
自

己
」
を
表
現
し
追
究
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
宗
教
は
死
せ
る
「
自
己
」
に

与
え
ら
れ
た
一
つ
の
〈
枠
〉
Ⅱ
墓
標
と
し
て
は
あ
り
得
て
も
、
「
自
己
」
が
そ
の
中
で
十
全
に

生
き
得
る
よ
う
に
構
築
Ⅱ
獲
得
さ
れ
る
べ
き
「
夢
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

変
わ
り
た
く
な
い
人
間
と
変
わ
り
た
い
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
望
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
、

あ
る
い
は
、
変
わ
っ
て
は
な
ら
な
い
人
間
と
変
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
に
与

え
ら
れ
た
宿
命
に
抗
お
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
物
語
と
し
て
『
三
四
郎
」
を
読
む
な
ら
ば
、

『
三
四
郎
』
は
、
変
わ
れ
な
い
人
間
と
い
う
共
通
の
根
を
持
つ
両
存
在
者
た
ち
が
、
変
わ
れ
な

い
と
い
う
同
じ
無
益
な
実
を
結
ぶ
だ
け
に
終
わ
る
物
語
と
な
る
。

『
三
四
郎
』
に
成
長
や
成
熟
は
な
い
。
三
四
郎
は
「
美
し
い
女
性
」
Ⅱ
「
池
の
女
」
と
い

う
「
夢
」
に
「
囚
は
れ
」
た
ま
ま
、
「
低
個
」
す
る
こ
と
も
「
真
直
に
」
進
む
こ
と
も
許
さ
れ

ず
、
美
禰
子
は
「
自
己
」
と
い
う
「
夢
」
に
付
こ
う
と
し
て
た
だ
「
低
価
」
し
、
「
自
己
」
と

た
「
奥
行
」
を
奪
わ
れ
、
「
真
直
」
な
成
長
を
許
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
か

な
い
ま
ま
、
二
人
の
生
が
等
し
く
余
儀
な
く
さ
れ
た
条
件
だ
け
は
辛
う
じ
て
分
か
ち
合
お
う

ス
ト
レ
イ
シ
ー
プ

と
す
る
姿
勢
を
と
ど
め
た
「
迷
羊
」
の
眩
き
は
、
三
四
郎
に
で
き
る
美
禰
子
へ
の
精
一
杯
の

誠
実
な
挨
拶
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
ば
に
い
る
「
立
派
な
人
」
の
画
工
へ
の
「
鄭
重
な
礼
」

で
も
な
く
、
ま
し
て
や
く
動
か
な
い
〉
安
全
な
位
置
か
ら
の
「
技
巧
の
評
」
な
ど
で
も
な
く
、

こ
の
成
熟
を
禁
じ
ら
れ
た
「
低
掴
家
」
の
多
分
に
「
間
の
抜
け
た
」
そ
れ
こ
そ
三
四
郎
的
な

反
応
だ
け
が
、
自
意
識
家
を
廃
業
し
た
「
森
の
女
」
へ
の
慰
籍
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
な
ど

に
も
、
む
ろ
ん
気
づ
か
な
い
三
四
郎
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に
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い
う
「
夢
」
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
た
だ
推
移
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
同
じ
世
界
に

み
ず
か
ら
は
う
げ

お
い
て
、
「
自
己
を
放
下
し
去
」
（
三
）
る
こ
と
を
許
す
瞬
間
が
、
あ
る
い
は
一
枚
の
「
肖
像

画
」
と
い
う
「
心
」
を
置
き
去
り
に
し
た
「
奥
行
」
の
な
い
表
面
が
、
当
人
の
意
志
と
は
無

関
係
に
訪
れ
、
現
出
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
、
た
だ
向

こ
う
側
か
ら
の
み
や
っ
て
く
る
僥
倖
を
待
つ
以
外
に
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
「
夢
」
に
「
囚
は
れ
」
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
、
と
り

わ
け
「
自
己
」
と
い
う
「
夢
」
が
、
こ
ち
ら
側
か
ら
求
め
て
は
決
し
て
た
ど
り
つ
け
な
い
の

は
、
成
長
や
成
熟
と
い
う
「
夢
」
に
「
囚
は
れ
」
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

①
浅
野
洋
「
三
四
郎
の
眠
り
と
父
の
消
息
」
（
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
六
十
、
一
九
八
七

②
助
川
徳
是
弓
三
四
郎
」
の
時
間
」
（
雷

孜
」
、
一
九
八
六
・
一
）
を
参
考
に
し
た
。

③
村
田
好
哉
弓
三
四
郎
』
の
世
界
Ｉ
「
森
の
女
」
美
禰
子
を
巡
っ
て
ｌ
」
（
「
日
本
文
芸

研
究
」
三
七
・
二
、
一
九
八
五
・
七
）
に
、
三
四
郎
が
美
禰
子
か
ら
金
を
受
け
取
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
例
え
ば
母
な
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
を
支
え
て
い
た
そ
の
世
界
に

⑤
重
松
泰
雄
『
夏
目
漱
石
全
集
』
Ⅱ
三
四
郎

学
大
系
」
二
六
、
角
川
書
店
、
一
九
七
二
・
二
）

④
前
掲
①
に
同
じ
。
こ
こ
で
浅
野
氏
は
、
三
四
郎
は
美
禰
子
の
背
後
に
「
危
う
い
〈
母
〉
」

を
見
て
お
り
、
彼
の
深
層
に
眠
っ
て
い
る
〈
不
義
の
子
〉
疑
惑
を
直
視
す
ま
い
と
す
る
無

学
大
系
』
二
六
、
角
川
書
店
、
一
九

⑥
越
智
治
雄
「
「
三
四
郎
」
の
青
春
」

⑦
「
彼
岸
過
迄
」
の
須
永
市
蔵
が
、

⑧
玉
井
敬
之
「
三
四
郎
の
感
受
性
ｌ

の
作
品
下
』
、
有
斐
閣
、
一
九
八
一

に
よ
っ
て
、
「
例
え
ば
母
な
る
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己

無
条
件
に
は
帰
れ
な
い
存
在
へ
と
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
」

を
見
て
お
り
、
彼
の
深
層
に
眠
っ
て
い
る
〈
不
義
の
子
〉
疑
惑
を
直
視
す
ま
い

意
識
的
な
防
御
反
応
こ
そ
が
三
四
郎
の
〈
眠
り
〉
で
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

重
松
泰
雄
『
夏
目
漱
石
全
集
」
Ⅱ
三
四
郎
注
釈
補
注
一
二
六
」
（
『
日
大

●

七
一

註

（
『
漱
石
私
論
』
、
角
川
書
店
、
一
九
七
一
・
六
）

こ
う
し
た
点
で
里
見
美
禰
子
を
引
き
継
い
で
い
る
。

「
三
四
郎
』
論
ｌ
」
（
『
識
座
夏
目
漱
石
第
三
巻
漱
石

（
重
松
泰
雄
編
『
原
景
と
写
像
近
代
日
本
文
学
論

一
一
）

の
指
摘
が
あ
る
。

（
『
日
本
近
代
文
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