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二
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四
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井
　
正
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十
　
九
　
章

同
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大
正
五
年
（
一
九
ニ
ハ
年
ニ
ハ
月
＋
吾
・
「
東
京
朝
日
新
聞
」
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　大
正
五年
（
一
九
一
六
年
）
六
月
十
四
日
．
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓

　
第
十
九章
、
小
説
の
、
「
第
四
日
目
・
土
曜
日
」
が
、
始
ま
る
。
「
入
院
・
手
術
」
の
、
前
日
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
り
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
む

①
【
座
敷
か
ら
玄
関
を
通
つ
て
茶
の
間
の
障
子
を
開
け
た
彼
は
、
其
所
の
火
鉢
の
傍
に
き
ち
ん
と
座
つ
て
新
聞
を
手
に
し
て
ゐ
る
細
君
を

　
見た
。
】

　H
、
①
、
『
虞
美
人
草
』
（
明
治
四
十
年
・
六
月
～
十
月
）
の
、
第
七
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　〈
二
人
は
食
卓
を
立
つ
た
。
孤
堂
先
生
の
車
室
を
通
り
抜
け
た
時
、
先
生
は
顔
の
前
に
朝
日
新
聞
を
一
面
に
拡
げ
て
、
小
夜
子
は
小
さ



い
口
に
、
玉
子
焼
を
す
く
ひ
込
ん
で
居
た
。
〉

　②
、
『
三
四
郎
』
（
明
治
四
十
一
年
・
九
月
～
十
二
月
）
の
、
第
一
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　〈
そ
れ
よ
り
は
前
に
ゐ
る
人
の
新
聞
を
借
り
た
く
な
つ
た
。
生
憎
前
の
人
は
ぐ
う
く
寝
て
ゐ
る
。
三
四
郎
は
手
を
延
ば
し
て
新
聞
に

手を
掛
け
な
が
ら
、
わ
ざ
と
「
御
明
き
で
す
か
」
と
髭
の
あ
る
男
に
聞
い
た
。
男
は
平
気
な
顔
で
「
明
い
て
る
で
せ
う
。
御
読
み
な
さ
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む

と
云
つ
た
。
新
聞
を
手
に
取
つ
た
三
四
郎
の
方
は
却
つ
て
平
気
で
な
か
つ
た
。
開
け
て
見
る
と
新
聞
に
は
別
に
見
る
程
の
事
も
載
つ
て
ゐ

な
い
。
一
二
分
で
通
読
し
て
仕
舞
つ
た
。
〉

　③
、
『
そ
れ
か
ら
』
（
明
治
四
十
二
年
・
六
月
～
十
月
）
の
、
第
一
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　
〈彼
は
心
臓
か
ら
手
を
放
し
て
、
枕
元
の
新
聞
を
取
り
上
げ
た
。
夜
具
の
中
か
ら
両
手
を
出
し
て
、
大
き
く
左
右
に
開
く
と
、
左
側
に

男
が
女
を
斬
つ
て
ゐ
る
絵
が
あ
つ
た
。
彼
は
す
ぐ
外
の
頁
へ
眼
を
移
し
た
。
其
所
に
は
学
校
騒
動
が
大
き
な
活
字
で
出
て
ゐ
る
。
代
助
は
、
　
　
　
一

し
ば
ら
く
、
そ
れ
を
読
ん
で
ゐ
た
が
、
や
が
て
、
倦
怠
さ
う
な
手
か
ら
、
は
た
り
と
新
聞
を
夜
具
の
上
に
落
し
た
。
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
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「
新聞
」
を
拡
げ
て
い
る
の
は
、
孤
堂
先
生
、
三
四
郎
、
代
助
と
、
そ
の
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
は
、
「
男
性
」
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
対し
、
『
明
暗
』
で
は
、
「
女
性
」
で
あ
る
、
お
延
の
「
新
聞
を
手
に
し
て
ゐ
る
」
日
常
性
の
断
片
が
、
さ
り
気
な
く
点
描
さ
れ
て
い
る
。

『明暗
』
に
は
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」
の
差
異
は
な
い
。

　こ
ん
な
片
鱗
に
も
、
『
明
暗
』
の
持
つ
「
新
し
さ
」
を
、
云
い
得
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　

②
【
津
田
は
ニ
ケ
月
以
上
手
を
入
れ
な
い
自
分
の
頭
に
気
が
付
い
た
。
永
く
髪
を
刈
ら
な
い
と
、
心
持
番
の
小
さ
い
彼
の
帽
子
が
、
被
る

　た
ん
び
に
少
し
づ
・
き
し
ん
で
来
る
や
う
だ
と
い
ふ
、
つ
い
昨
日
の
朝
受
け
た
新
ら
し
い
感
じ
迄
思
ひ
出
し
た
。
】

　O
、
『
道
草
』
（
大
正
四
年
・
六
月
～
九
月
）
の
、
第
一
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　
く彼
の
位
地
も
境
遇
も
そ
の
時
分
か
ら
見
る
と
丸
で
変
つ
て
ゐ
た
。
黒
い
髭
を
生
し
て
山
高
帽
を
被
つ
た
今
の
姿
と
坊
主
頭
の
昔
の
面



影と
を
比
べ
て
見
る
と
、
自
分
で
さ
へ
隔
世
の
感
が
起
ら
な
い
と
も
限
ら
な
か
つ
た
。
然
し
そ
れ
に
し
て
は
相
手
の
方
が
あ
ま
り
に
変
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

な

過ぎ
た
。
　
　
（
中
　
略
）
　
帽
子
な
し
で
外
出
す
る
昔
な
が
ら
の
癖
を
今
で
も
押
通
し
て
ゐ
る
其
人
の
特
色
も
、
彼
に
は
異
な
気
分
を

与
へ
る
媒
介
と
な
つ
た
。
〉

　
前作
『
道
草
』
に
お
い
て
、
健
三
は
、
「
山
高
帽
を
被
つ
た
」
男
、
島
田
は
、
「
帽
子
を
被
ら
な
い
男
」
（
第
二
章
）
と
し
て
、
明
ら
か
に
、

対
比さ
れ
て
い
る
。

　
「
帽
子
を
被
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
に
、
「
島
田
の
自
我
」
の
、
剥
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
島
田
は
、

「
金
銭
上
の

欲を
満
た
さ
う
と
し
て
、
其
欲
に
伴
な
は
な
い
程
度
の
幼
稚
な
頭
脳
を
精
一
杯
に
働
ら
か
せ
て
ゐ
る
」
（
第
四
十
八
章
）
。

　
対し
、
「
山
高
帽
を
被
つ
た
」
と
い
う
表
現
に
、
「
健
三
の
自
我
」
の
、
包
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
。

　
「
教
育
が
違
ふ
ん
だ

から
仕
方
が
な
い
」
（
第
三
章
）
と
、
「
誇
り
と
満
足
」
（
第
一
章
）
を
持
つ
健
三
は
、
し
か
し
、
「
姉
は
た
ゴ
露
骨
　
　
　
　
一

な
丈
な
ん
だ
。
教
育
の
皮
を
剥
け
ば
己
だ
つ
て
大
し
た
変
り
は
な
い
ん
だ
」
（
第
六
十
七
章
）
と
、
自
己
の
「
卑
小
さ
」
が
、
脳
裏
を
掠
め
　
　
　
4
7

る
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　⇔
、
第
百
七
十
五
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
〈彼
は
す
ぐ
水
か
ら
視
線
を
外
し
た
。
す
る
と
同
じ
視
線
が
突
然
人
の
姿
に
行
き
当
つ
た
の
で
、
彼
は
は
つ
と
し
て
、
眼
を
据
ゑ
た
。

然し
そ
れ
は
洗
面
所
の
横
に
懸
け
ら
れ
た
大
き
な
鏡
に
映
る
自
分
の
映
像
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
鏡
は
等
身
と
云
へ
な
い
迄
も
大
き
か
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　

（中
　
略
）
　
彼
は
相
手
の
自
分
で
あ
る
事
に
気
が
付
い
た
後
で
も
、
猶
鏡
か
ら
眼
を
放
す
事
が
出
来
な
か
つ
た
。
湯
上
り
の
彼
の
血
色

む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　

は
寧
ろ
蒼
か
つ
た
。
彼
に
は
其
意
味
が
解
せ
な
か
つ
た
。
久
し
く
刈
込
を
怠
つ
た
髪
は
乱
れ
た
儘
で
頭
に
生
ひ
被
さ
つ
て
ゐ
た
。
風
呂
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　

濡ら
し
た
ば
か
り
の
色
が
漆
の
や
う
に
光
つ
た
。
何
故
だ
か
そ
れ
が
彼
の
眼
に
は
暴
風
雨
に
荒
ら
さ
れ
た
後
の
庭
先
ら
し
く
思
へ
た
。

　彼
は
眼
鼻
立
の
整
つ
た
好
男
子
で
あ
つ
た
。
顔
の
肌
理
も
男
と
し
て
は
勿
体
な
い
位
濃
か
に
出
来
上
が
つ
て
ゐ
た
。
彼
は
何
時
で
も
其



所
に自
信
を
有
つ
て
ゐ
た
。
鏡
に
対
す
る
結
果
と
し
て
は
此
自
信
を
確
か
め
る
場
合
ば
か
り
が
彼
の
記
憶
に
残
つ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
何
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
　
む
　
　
　
り
　
　
　
む
　
　
　
り
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ほ
　
　
　
む
　
　
　
　

も
と
違
つ
た
不
満
足
な
印
象
が
鏡
の
中
に
現
は
れ
た
時
に
、
彼
は
少
し
驚
ろ
い
た
。
是
が
自
分
だ
と
認
定
す
る
前
に
、
是
は
自
分
の
幽
霊

む

　　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

だ
と
い
ふ
気
が
先
づ
彼
の
心
を
襲
つ
た
。
凄
く
な
つ
た
彼
に
は
、
抵
抗
力
が
あ
つ
た
。
彼
は
眼
を
大
き
く
し
て
、
猶
の
事
自
分
の
姿
を
見

詰
め
た
。
す
ぐ
二
足
ば
か
り
前
へ
出
て
鏡
の
前
に
あ
る
櫛
を
取
上
げ
た
。
そ
れ
か
ら
わ
ざ
と
落
付
い
て
綺
麗
に
自
分
の
髪
を
分
け
た
。
V

　

「心
持
番
の

小さ
い
彼
の
帽
子
」
が
、
体
裁
よ
く
、
「
津
田
の
自
我
」
を
包
ん
で
は
い
る
。

　し
か
し
、
温
泉
宿
の
、
「
第
一
日
」
目
、
津
田
は
、
見
窄
ら
し
い
「
自
己
」
の
姿
を
、
垣
間
見
る
。

　
「
久
し
く
刈
込
を
怠
つ
た
髪
は
乱
れ
た
儘
で
頭
に
生
ひ
被
さ
」
り
、
「
何
故
だ
か
そ
れ
が
彼
の
眼
に
は
暴
風
雨
に
荒
ら
さ
れ
た
後
の
庭
先

ら
し
く
思
」
え
、
「
是
が
自
分
だ
と
認
定
す
る
前
に
、
是
は
自
分
の
幽
霊
だ
と
い
ふ
気
が
先
づ
彼
の
心
を
襲
」
う
。

　こ
の
、
蒼
ざ
め
た
、
「
幽
霊
」
の
よ
う
な
姿
こ
そ
が
、
実
は
、
「
津
田
の
正
体
」
の
、
何
か
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
小説
の
後
半
部
で
、
や
が
て
、
津
田
は
、
否
応
な
く
、
剥
き
出
し
に
な
っ
た
「
自
己
の
裸
身
」
と
、
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
　
　
4
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一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

③
【お
延
は
手
早
く
包
紙
を
解
い
て
、
中
か
ら
紅
茶
の
罐
と
、
麺
麹
と
牛
酪
を
取
り
出
し
た
。

　

「お
や
く
是
召
し
や
が
る
の
。
そ
ん
な
ら
時
を
取
り
に
御
遣
り
に
な
れ
ば
可
い
の
に
」

　

「な
に
彼
奴
ぢ
や
分
ら
な
い
。
何
を
買
つ
て
来
る
か
知
れ
や
し
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　
や

がて
好
い
香
の
す
る
ト
ー
ス
ト
と
濃
い
け
む
り
を
立
て
る
ウ
ー
ロ
ン
茶
と
が
お
延
の
手
で
用
意
さ
れ
た
。
】

　回
、
①
、
第
二
十
九
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
〈
津
田

が
手
術
の

準
備
だ
と
云
つ
て
、
折
角
叔
母
の
持
へ
て
呉
れ
た
肉
に
も
肴
に
も
、
日
頃
大
好
き
な
茸
飯
に
も
手
を
付
け
な
い
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む

流
石
の

叔
母も
気
の
毒
が
つ
て
、
お
金
さ
ん
に
頼
ん
で
、
彼
の
口
に
す
る
事
の
出
来
る
麺
麹
と
牛
乳
を
買
つ
て
来
さ
せ
よ
う
と
し
た
。

ね
と
く
し
て
無
暗
に
歯
の
間
に
挟
ま
る
此
所
い
ら
の
麺
麹
に
内
心
辟
易
し
な
が
ら
、
又
贅
沢
だ
と
云
は
れ
る
の
が
少
し
怖
い
の
で
、
津



田
は
た
ぶ
大
人
し
く
茶
の
間
を
立
つ
お
金
さ
ん
の
後
姿
を
見
送
つ
た
。
〉

　②
、
第
百
六
十
二
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　〈
「
嘘
を
云
ふ
な
。
君
位
鑑
賞
力
の
豊
富
な
男
は
実
際
世
間
に
少
な
い
ん
だ
」

　
　
津
田
は

苦笑
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。

　
　
　
　　
（
中
　
略
）

　
　

「事
実を
云
ふ
ん
だ
、
馬
鹿
に
す
る
も
の
か
。
君
の
や
う
に
女
を
鑑
賞
す
る
能
力
の
発
達
し
た
も
の
が
、
芸
術
を
粗
末
に
す
る
訳
が

な
い
ん
だ
。
ね
え
原
、
女
が
好
き
な
以
上
、
芸
術
も
好
き
に
極
つ
て
る
ね
。
い
く
ら
隠
し
た
つ
て
駄
目
だ
よ
∨

　

「
麺麹
」
一
つ
だ
に
も
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
、
津
田
の
「
嗜
好
」
加
減
が
、
云
わ
れ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
、
「
自
己
の
快
楽
を
人
間
の
主

題
に
し
て
生
活
し
よ
う
と
す
る
津
田
」
（
第
百
四
十
一
章
）
の
、
属
性
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
9

　第十
五
章
の
、
評
釈
①
、
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

第　
二
　
十
　
章

同
囲
大
正
五
年
（
一
九
ニ
ハ
年
）
六
月
＋
六
日
・
「
東
京
朝
日
新
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
大
正
五
年

二
九
一
六
年
）
六
月
十
五
日
・
「
大
阪
朝
日
新
聞
」



　
　
む
　
　
　
む

①
【
藤
井
と
い
ふ
の
は
津
田
の
父
の
弟
で
あ
つ
た
。
　
（
中
略
）

　
　
早く
か
ら
彼
を
其
弟
に
託
し
て
、
一
切
の
面
倒
を
見
て
貰
ふ
事
に
し
た
。
だ
か
ら
津
田
は
手
も
な
く
此
叔
父
に
育
て
上
げ
ら
れ
た
や

　う
な
も
の
で
あ
つ
た
。
】

　回
、
①
、
第
六
十
一
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む

　
〈

小さ
い
う
ち
か
ら
彼
の
世
話
に
な
つ
て
成
長
し
た
お
延
は
、
色
々
の
角
度
で
出
没
す
る
此
叔
父
の
特
色
を
他
人
よ
り
能
く
承
知
し
て

ゐた
。
〉

　②
、
第
六
十
二
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　〈
親身
の
叔
母
よ
り
も
却
つ
て
義
理
の
叔
父
の
方
を
、
心
の
中
で
好
い
て
ゐ
た
お
延
は
、
其
報
酬
と
し
て
、
自
分
も
此
叔
父
か
ら
特
別
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
0

に

可
愛
がら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
信
念
を
常
に
有
つ
て
ゐ
た
。
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　③
、
第
七
十
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
む
　
　
　
り
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
む

　
〈

継
子
の

居間
は
取
り
も
直
さ
ず
津
田
に
行
く
前
の
お
延
の
居
間
で
あ
つ
た
。
其
所
に
机
を
並
べ
て
二
人
ゐ
た
昔
の
心
持
が
、
ま
だ
壁

に
も
天
井
に
も
残
つ
て
ゐ
た
。
　
（
中
　
略
）
　
四
方
を
見
廻
し
た
お
延
は
、
従
妹
と
共
に
暮
し
た
処
女
時
代
の
匂
を
至
る
所
に
臭
い
だ
。
〉

　
津
田
は
、
藤
井
の
「
叔
父
」
夫
婦
の
家
庭
で
、
お
延
は
、
岡
本
の
「
叔
母
」
夫
婦
の
家
庭
で
、
人
成
っ
た
。

　
漱
石は
、
『
三
四
郎
』
（
明
治
四
十
一
年
・
九
月
～
十
二
月
）
で
、
「
現
代
の
女
性
」
（
第
六
章
）
の
典
型
を
、
造
型
し
て
み
せ
た
が
、
そ

の

「今
の
一
般
の
女
性
」
（
第
六
章
）
・
そ
の
「
現
代
の
女
性
」
の
代
表
で
あ
る
「
美
禰
子
」
を
指
し
て
、
「
美
禰
子
の
父
母
の
存
在
を
想
像

す
る
の
は
滑
稽
で
あ
る
と
云
は
ぬ
許
で
あ
る
」
（
第
五
章
）
と
、
よ
し
子
に
、
云
わ
せ
て
い
る
。

　
主

人公
、
「
津
田
」
と
「
お
延
」
は
、
共
に
「
父
母
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
と
し
て
、
出
発
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
小
説



『明
暗
』
の
主
人
公
に
、
如
何
に
も
相
応
し
い
。

　そ
し
て
、
だ
か
ら
、
小
説
の
舞
台
も
、
「
京
都
」
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
東
京
」
で
あ
る
。

　
拙
者の
、
『
虞
美
人
草
』
（
明
治
四
十
年
・
六
月
～
十
月
）
に
触
れ
て
の
、
「
旧
稿
」
を
、
次
に
、
引
く
。

　
〈

鼎
談
〉

（『漱
石
作
品

論
集成
』
第
3
巻
、
桜
風
社
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
年
）
七
月
）
に
、
次
の
よ
う
に
、
述
べ
た
。

　
〈
京
都
ー
そ
れ
は
小
夜
子
の
琴
に
代
表
さ
れ
る
古
い
伝
統
の
世
界
、
対
し
東
京
は
1
小
野
さ
ん
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
に
代
表
さ
れ
る

進
歩を
肯
定
し
変
容
す
る
世
界
で
あ
っ
て
、
こ
の
対
比
は
鮮
や
か
で
す
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
最
後
の
『
明
暗
』
に
ま
で
糸
を
引
い
て

お
り
、
主
人
公
の
津
田
夫
婦
が
東
京
を
舞
台
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
津
田
・
お
延
の
両
親
は
共
に
京
都
に
居
を
構
え
て
い
て
、
そ
し
て

津
田と
お
延
が
出
会
っ
た
の
も
、
実
は
、
津
田
の
父
親
が
架
蔵
す
る
『
明
詩
別
裁
』
・
『
呉
梅
村
詩
』
（
七
十
九
）
と
い
う
漢
籍
の
貸
し
借
り

を
通
し
て
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
井
上
孤
堂
先
生
も
漢
文
の
先
生
で
す
ね
、
そ
こ
か
ら
小
野
さ
ん
は
飛
び
立
っ
て
東
京
の
世
界
に
行
　
　
　
　
一

っ
た
。
　
　
（
中
　
略
）
　
そ
し
て
、
比
喩
と
し
て
言
え
ば
、
漱
石
は
伝
統
の
琴
で
は
な
く
、
変
容
す
る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
あ
く
ま
で
弾
き
　
　
　
5
1

続
け
た
作
家
で
あ
っ
た
と
…
…
。
（
男
賠
O
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　作
家
漱
石
の
「
関
心
」
の
所
在
は
、
あ
く
ま
で
、
「
今
の
一
般
の
女
性
」
「
現
代
の
女
性
」
で
あ
る
、
「
美
禰
子
」
で
あ
り
、
「
藤
尾
」
で

あ
り
、
そ
し
て
「
お
延
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

②
【
実
際
の
世
の
中
に
立
っ
て
、
端
的
な
事
実
と
組
み
打
ち
を
し
て
働
ら
い
た
経
験
の
な
い
此
叔
父
は
、
一
面
に
於
て
当
然
迂
闇
な
人
生

　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　
批
評家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
一
面
に
於
て
は
甚
だ
鋭
利
な
観
察
者
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
其
鋭
利
な
点
は
悉
く
彼
の
迂

　闇
な
所
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
ゐ
た
。
言
葉
を
換
へ
て
い
ふ
と
、
彼
は
迂
闇
な
御
蔭
で
奇
警
な
事
を
云
つ
た
り
為
た
り
し
た
。

　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
り
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
彼
の
知
識
は

豊富
な
代
り
に
雑
駁
で
あ
つ
た
。
従
つ
て
彼
は
多
く
の
問
題
に
口
を
出
し
た
が
つ
た
。
け
れ
ど
も
何
時
迄
行
つ
て
も
傍

　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む

　
観
者
の
態
度を
離
れ
る
事
が
な
か
つ
た
。
そ
れ
は
彼
の
位
地
が
彼
を
余
儀
な
く
す
る
許
で
な
く
、
彼
の
性
質
が
彼
を
其
所
に
抑
え
付
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　
て

置く
所
為
で
も
あ
つ
た
。
彼
は
或
頭
を
有
つ
て
ゐ
た
。
け
れ
ど
も
彼
に
は
手
が
な
か
つ
た
。
若
く
は
手
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
を
使
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　う
と
は
し
な
か
つ
た
。
彼
は
始
終
懐
手
を
し
て
ゐ
た
が
つ
た
。
一
種
の
勉
強
家
で
あ
る
と
共
に
一
種
の
不
精
者
に
生
れ
付
い
た
彼
は
、

　
　
　
ウ
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ぱ
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　
遂
に

活字
で
飯
を
食
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
の
所
有
者
に
過
ぎ
な
か
つ
た
。
】

　
藤
井
の

「叔父
」
は
、
「
人
生
批
評
家
」
「
鋭
利
な
観
察
者
」
「
知
識
は
豊
富
」
「
傍
観
者
の
態
度
」
「
或
頭
を
有
つ
て
ゐ
た
」
「
一
種
の
勉

強家
」
「
活
字
で
飯
を
食
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
の
所
有
者
」
と
、
形
容
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

　第
三
十
五
章
で
は
、
「
先
生
に
訊
く
と
、
先
生
は
あ
り
や
嘘
だ
と
云
ふ
ん
だ
。
　
（
中
　
略
）
　
先
生
か
ら
そ
ん
な
事
を
聞
く
と
腹
が
立

　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

つ
。
先
生
に
ド
ス
ト
エ
ヴ
ス
キ
は
解
ら
な
い
。
い
く
ら
年
齢
を
取
つ
た
つ
て
、
先
生
は
書
物
の
上
で
年
齢
を
取
つ
た
丈
だ
。
い
く
ら
若
か

ら
う
が
僕
は
…
…
」
と
、
小
林
か
ら
、
藤
井
の
「
叔
父
」
は
、
「
先
生
」
と
、
連
呼
さ
れ
て
い
る
。

　
つま
り
、
藤
井
は
、
冷
静
に
し
て
鋭
い
「
批
評
家
」
で
あ
る
と
、
云
え
る
。
岡
本
の
「
叔
父
」
も
、
「
つ
ま
り
批
評
家
つ
て
云
ふ
ん
だ
ら

う
ね
、
あ
、
云
ふ
人
の
事
を
。
然
し
あ
れ
ぢ
や
仕
事
は
出
来
な
い
」
（
第
七
十
五
章
）
と
、
認
め
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　こ
の
「
批
評
家
」
の
云
う
、
「
奇
警
な
事
」
は
、
例
え
ば
、
第
七
十
五
章
の
、
「
相
変
ら
ず
妙
な
事
を
考
へ
て
る
ね
、
あ
の
男
は
」
の
、
　
　
　
5
2

「
面白
い
お
話
し
」
で
あ
る
、
「
陰
陽
不
和
が
ま
た
必
然
」
の
説
に
、
代
表
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
藤
井
の

立
場は
、
確
か
に
、
「
批
評
家
」
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
『
三
四
郎
』
（
明
治
四
十
一
年
・
九
月
～
十
二
月
）
の
「
広
田
先
生
」
が
、

そ
う
で
あ
っ
た
よ
り
も
、
『
こ
こ
ろ
』
（
大
正
三
年
・
四
月
～
八
月
）
の
「
先
生
」
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
よ
り
も
、
は
る
か
に
後
退
し
て
い

る
。
第
二
十
四
章
で
は
、
「
始
終
机
に
向
つ
て
沈
黙
の
間
に
活
字
的
の
気
炎
を
天
下
に
散
布
し
て
ゐ
る
叔
父
は
、
実
際
の
世
間
に
於
て
決
し

て

筆
程
の

有力
者
で
は
な
か
つ
た
。
彼
は
暗
に
其
距
離
を
自
覚
し
て
ゐ
た
。
其
自
覚
は
又
彼
を
多
少
頑
固
に
し
た
。
幾
分
か
排
外
的
に
も

し
た
。
」
と
、
批
判
さ
れ
て
い
る
。
『
明
暗
』
に
は
、
「
超
越
者
」
は
、
存
在
し
な
い
。



第　
一
一
十
　
一
　
章

同
園
］
大
正
五
年
二
九
ニ
ハ
年
）
六
月
＋
七
日
・
「
東
京
朝
日
新
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
大
正
五
年

二
九
一
六
年
）
六
月
十
六
日
・
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　

①
【斯う
い
ふ
人
に
あ
り
が
ち
な
場
末
生
活
を
、
藤
井
は
市
の
西
北
に
あ
る
高
台
の
片
隅
で
、
此
六
七
年
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
。
】

　回
、
①
、
〈
注
解
〉
（
『
漱
石
文
学
全
集
』
第
9
巻
、
集
英
社
、
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
年
）
十
二
月
）
に
、
次
の
注
解
が
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
〈
東京
の
西
北
部
、
早
稲
田
一
帯
を
さ
す
。
漱
石
が
明
治
四
十
年
九
月
か
ら
終
焉
ま
で
住
ん
だ
の
は
、
牛
込
区
（
現
．
新
宿
区
）
早
稲
　
　
　
5
3

田

南
町
七番
地
で
あ
っ
た
。
（
勺
＼
。
。
一
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
藤
井
の

「
叔父
」
の
家
は
、
「
早
稲
田
界
隈
」
に
、
位
置
す
る
。

　⇔
、
①
、
『
彼
岸
過
迄
』
（
明
治
四
十
五
年
・
一
月
～
四
月
）
の
、
「
報
告
」
の
第
八
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
〈

敬
太郎
は
後
の
方
に
高
く
黒
ず
ん
で
ゐ
る
目
白
台
の
森
と
、
右
手
の
奥
に
朦
朧
と
重
な
り
合
つ
た
水
稲
荷
の
木
立
を
見
て
坂
を
上
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ
　
　
ロ

た
。
そ
れ
か
ら
同
じ
番
地
の
家
の
何
軒
で
も
あ
る
矢
来
の
中
を
ぐ
る
く
歩
い
た
。
　
　
（
中
　
略
）
　
松
本
の
家
は
此
車
屋
の
筋
向
ふ
を

這
入
つた
突
き
当
り
の
、
竹
垣
に
園
は
れ
た
綺
麗
な
住
居
で
あ
つ
た
。
〉

　②
、
前
田
　
愛
の
、
〈
仮
象
の
街
〉
（
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』
所
収
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
成
四
年
二
九
九
二
年
）
八
月
）
に
、

次
の
一
文
が
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
む

　
く

小川
町
か
ら
西
の
方
向
、
江
戸
川
線
の
終
点
か
ら
約
一
キ
ロ
へ
だ
て
た
矢
来
町
に
、
高
等
遊
民
を
自
認
す
る
松
本
の
家
が
あ
る
。
（
勺
゜



ω

O
朝
）

〉
　

「批
評家
」
な
ら
ぬ
、
高
等
遊
民
を
自
認
す
る
「
松
本
」
の
家
も
、
「
早
稲
田
界
隈
」
に
、
位
置
す
る
。

②
【
彼
は
何
時
も
の
通
り
終
点
を
右
へ
折
れ
て
橋
を
渡
ら
ず
に
、
そ
れ
と
は
反
対
な
賑
や
か
な
町
の
方
へ
歩
い
て
行
か
う
と
し
た
。
】

　回
、
①
、
〈
注
解
〉
（
『
漱
石
文
学
全
集
』
第
9
巻
、
集
英
社
、
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
年
）
十
二
月
）
に
、
次
の
注
解
が
、
あ
る
。

　〈
明
治
四
十
四
年
五
月
十
一
日
の
日
記
に
「
早
稲
〔
田
〕
座
を
東
へ
突
き
当
た
つ
て
江
戸
川
の
終
点
に
出
や
う
と
す
る
と
こ
ろ
は
新
開

町
のこ
た
く
し
た
所
で
あ
る
が
…
…
」
と
あ
る
。
大
正
五
年
十
二
月
現
在
の
東
京
市
電
運
転
系
統
の
う
ち
、
五
系
統
と
十
系
統
と
の
終

点
が
江
戸
川
橋
と
な
っ
て
お
り
、
ま
だ
早
稲
田
ま
で
開
通
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に
「
新
ら
し
く
線
路
を
延
長
す
る
計
画

でも
あ
る
と
見
え
て
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
正
五
年
当
時
す
で
に
路
線
延
長
工
事
が
は
じ
め
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（
雫
　
　
　
　
一

『°
。

」
）＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5
4

　②、
三
好
行
雄
の
、
〈
注
〉
（
『
明
暗
』
、
岩
波
文
庫
、
平
成
二
年
二
九
九
〇
年
）
四
月
）
に
、
次
の
注
が
、
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
く市
電
の
江
戸
川
終
点
か
ら
し
ば
ら
く
歩
い
た
早
稲
田
界
隈
に
津
田
の
叔
父
藤
井
の
家
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
〈
半
分
道
V
、
つ
ま
り
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
ロ
　
　
　
　

里
1
1
2
キ
ロ
程
西
寄
り
と
い
う
の
だ
か
ら
（
第
二
十
一
章
）
、
津
田
の
家
は
牛
込
区
内
、
お
そ
ら
く
飯
田
橋
駅
付
近
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（
㊥
゜
切
◎
。
膳
）
〉



第　
二
　
十
　
二
　
章

同
囲
大
正
五
年
（
五
六
年
）
六
月
＋
八
日
・
「
東
京
朝
日
新
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
大
正
五年
二
九
一
六
年
）
六
月
十
七
日
・
「
大
阪
朝
日
新
聞
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

①
【
「
だ
つ
て
此
前
も
其
前
も
買
つ
て
遣
る
つ
て
い
つ
た
ち
や
な
い
の
。
小
父
さ
ん
の
方
が
あ
の
玉
子
を
出
す
人
よ
り
余
つ
程
嘘
吐
き
ぢ
や

　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

　な
い
か
」
】

　

「
小父
さ
ん
の
方
が
あ
の
玉
子
を
出
す
人
よ
り
余
つ
程
嘘
吐
き
ぢ
や
な
い
か
」
と
い
う
、
真
事
の
「
批
判
」
は
、
津
田
と
い
う
人
間
の
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

「芯
」
を
、
真
直
ぐ
に
突
い
て
い
る
。
津
田
の
「
人
間
性
」
を
、
見
事
に
浮
か
び
上
が
ら
さ
せ
る
、
真
事
の
コ
言
説
」
で
あ
る
。
し
か
も
、
　
　
　
一

「嘘
」
が
糾
弾
さ
れ
る
に
、
そ
の
名
も
、
「
真
事
」
と
い
う
名
の
、
し
か
も
、
子
供
か
ら
。

　し
か
し
、
津
田
は
、
意
に
介
し
な
い
だ
ろ
う
。

　H
、
①
、
第
百
十
五
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ロ
　
　
　
む
　
　
　
む

　
〈

嘘
吐と
い
ふ
言
葉
が
何
時
も
よ
り
皮
肉
に
津
田
を
苦
笑
さ
せ
た
。
彼
は
腹
の
中
で
、
嘘
吐
な
自
分
を
肯
が
ふ
男
で
あ
つ
た
。
同
時
に

他
人
の

嘘を
も
根
本
的
に
認
定
す
る
男
で
あ
つ
た
。
そ
れ
で
ゐ
て
少
し
も
厭
世
的
に
な
ら
な
い
男
で
あ
つ
た
。
寧
ろ
其
反
対
に
生
活
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む

事
の
出
来
る
た
め
に
、
嘘
が
必
要
に
な
る
の
だ
位
に
考
へ
る
男
で
あ
つ
た
。
彼
は
、
今
迄
斯
う
い
ふ
漠
然
と
し
た
人
生
観
の
下
に
生
き
て

来な
が
ら
、
自
分
で
は
そ
れ
を
知
ら
な
か
つ
た
。
彼
は
た
ぶ
行
つ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
少
し
深
く
入
り
込
む
と
、
自
分
で
自
分
の
立
場

が
分ら
な
く
な
る
丈
で
あ
つ
た
。
〉



　

「
腹
の中
で
、
嘘
吐
な
自
分
を
肯
が
ふ
男
」
で
あ
り
、
「
嘘
が
必
要
に
な
る
の
だ
位
に
考
へ
る
男
」
で
あ
り
、
「
そ
れ
で
ゐ
て
少
し
も
厭

世的
に
な
ら
な
い
男
」
で
あ
る
津
田
は
、
実
際
、
「
嘘
」
を
吐
く
。

　②
、
第
百
三
十
一
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　く
津
田
は
夫
人
の
言
葉
を
聴
い
た
後
で
、
す
ぐ
次
の
嘘
を
出
し
た
。
V

③
、
第
百
四
十
五
章
に
、
次
の
如
く
、
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　〈
お
延
は
何
処
迄
行
つ
て
も
動
か
な
か
つ
た
。
相
手
の
手
剛
さ
を
悟
つ
た
時
、
津
田
は
偶
然
好
い
嘘
を
思
ひ
付
い
た
。

　

「実は
小
林
が
来
た
ん
だ
」

　
小林
の
二
字
は
た
し
か
に
お
延
の
胸
に
反
響
し
た
。
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
一

　⇔
、
越
智
治
雄
の
、
〈
明
暗
の
か
な
た
〉
（
『
漱
石
私
論
』
所
収
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
年
）
六
月
）
に
、
次
の
見
解
　
　
　
5
6

が
、
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
〈

嘘
に

つ
い
て言
え
ば
、
『
明
暗
』
が
始
ま
っ
て
ま
も
な
く
、
津
田
は
そ
の
名
も
真
事
と
い
う
子
供
か
ら
、
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
津
田

の

嘘を
非
難
す
る
言
葉
を
浴
び
る
の
だ
が
（
二
十
二
）
、
そ
の
直
後
に
今
度
は
真
事
の
母
、
つ
ま
り
津
田
の
叔
母
が
「
此
男
は
親
切
で
嘘
を

吐
かな
い
人
だ
」
（
二
十
五
）
と
言
っ
て
い
た
の
が
、
思
い
起
こ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
実
直
な
生
活
者
た
る
叔
母
に
は
津
田
の
「
空
虚
う
」
（
二

十六
）
さ
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
さ
り
と
て
そ
の
「
ち
や
ん
と
し
た
所
」
（
二
十
七
）
を
認
め
ぬ
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
言

葉
に
こ
と
さ
ら
な
毒
が
あ
る
わ
け
は
な
く
、
事
実
、
大
人
た
ち
の
世
界
で
は
特
に
津
田
が
嘘
つ
き
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
実
の
生
活

の中
で
彼
は
ご
く
平
凡
に
し
か
し
一
応
な
め
ら
か
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
『
道
草
』
（
大
四
・
六
～
九
）

を
通
過
し
た
漱
石
の
造
型
に
ふ
さ
わ
し
い
。
（
勺
゜
ω
朝
一
）
〉

　
云
わ

れる
よ
う
に
、
「
大
人
た
ち
の
世
界
で
は
特
に
津
田
が
嘘
つ
き
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
「
大



人
」
た
ち
は
、
津
田
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
。
あ
く
ま
で
、
程
度
の
差
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
換言
す
れ
ば
、
津
田
の
、
「
い
や
ら
し
さ
」
は
、
津
田
固
有
の
も
の
の
謂
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
荷
も
、
大
人
「
万
人
」
が
、
等
し
く
共

有
せ
る
「
属
性
」
そ
の
も
の
の
謂
を
、
津
田
に
「
代
表
」
さ
せ
て
い
る
。

第　
二
　
十
　
四
　
章

同
口
凹
大
正
五
年
（
一
九
＝
ハ
年
）
六
月
二
＋
日
・
「
東
京
朝
日
新
聞
」
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　大
正
五年
（
一
九
一
六
年
）
六
月
十
九
日
．
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

①
【
「
あ
の
ね
、
岡
本
へ
行
く
と
ね
、
何
で
も
一
さ
ん
の
持
つ
て
る
も
の
を
ね
、
宅
へ
帰
つ
て
来
て
か
ら
ね
、
買
つ
て
呉
れ
、
買
つ
て
呉
れ

　
つ
て

い

ふ
から
、
そ
れ
で
不
可
い
つ
て
」

　
　
津田
は
漸
く
気
が
付
い
た
。
富
の
程
度
に
多
少
等
差
の
あ
る
二
人
の
活
計
向
は
、
彼
等
の
子
供
が
持
つ
玩
具
の
末
に
至
る
迄
に
、
多

　
少等
差
を
付
け
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
】

　
津
田

の

「
叔父
」
で
あ
る
、
藤
井
の
息
子
「
真
事
」
と
、
お
延
の
「
叔
母
」
で
あ
る
、
岡
本
の
息
子
「
＝
が
、
比
較
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
取
り
も
直
さ
ず
、
津
田
の
「
実
家
」
と
、
お
延
の
「
実
家
」
の
比
較
で
も
あ
る
。



第
七章
の
、
評
釈
⑥
、
参
照
。

一
5
8一

附
記　
一
、
『
明
暗
』
本
文
中
、
○
印
は
鳥
井
。

　
　

　
一
、
『
明
暗
』
本
文
の
引
用
は
、
岩
波
書
店
刊
『
「
漱
石
全
集
」
第
七
巻
・
明
瞳
（
鞠
㎜
せ
難
朋
二
＋
雷
麹
輌
醗
桁
）

　
　
　
　
に拠
っ
た
。
但
し
、
旧
字
は
、
新
字
に
改
め
た
。


