
安
部
公
房
の
『
他
人
の
顔
』

払貢冊

－
－
文
章
構
成
の
形
態
と
テ
ー
マ
を
め
ぐ
っ
て
1
1
－

波
　
潟
　
　
　
剛

は
じ
め
に
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榊
他
人
の
顔
』
は
安
部
公
房
に
と
っ
て
『
砂
の
女
k
に
続
く
長
編
小
説
で
あ
り
、
作
者
自
身
が
「
一
応
三
部
作
と
い
う
形
で
、
失
瞭
前
駆
症

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

状
に
あ
る
現
代
を
書
い
て
み
ま
し
た
」
と
発
言
し
た
三
部
作
の
う
ち
の
第
二
作
目
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
の
発
表
さ
れ
た
一
九
六

〇
年
代
当
時
の
「
現
代
」
を
「
失
綜
前
駆
症
状
に
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
は
い
か
に
も
安
部
公
房
ら
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
失
除
」
が
た
ん
な

る
事
件
で
は
な
く
社
会
構
造
の
産
出
す
る
症
候
群
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
、
杜
会
の
人
間
関
係
か
ら
逃
亡
す
る
都
市
生
活
者
の
容
貌
を
と
ら
え

よ
う
と
す
る
彼
独
特
の
認
識
が
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
だ
。
ま
た
、
「
一
応
」
と
い
う
陵
味
な
言
及
を
避
け
る
な
ら
、
「
人
間
の
焦
燥
感
の
本
質
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
）

テ
ー
マ
と
し
て
追
い
つ
づ
け
し
た
も
の
だ
と
作
者
自
身
の
判
断
が
下
っ
て
も
い
る
作
品
群
の
一
つ
で
あ
る
。
作
品
に
個
人
と
し
て
の
安
部
公
房

を
あ
ら
わ
さ
な
い
よ
う
に
心
が
け
、
作
晶
と
一
定
の
距
離
を
置
こ
う
と
す
る
作
者
に
は
珍
し
く
、
こ
の
六
〇
年
代
の
一
連
の
作
品
に
お
い
て
、

公
房
は
、
他
者
と
の
関
係
の
う
ち
に
「
焦
燥
感
」
が
生
ず
る
精
神
的
状
況
を
と
ら
え
、
そ
れ
が
「
失
腺
」
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
「
本
質
し
と
は

い
っ
た
い
何
な
の
か
を
問
う
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。

　
作
品
の
主
題
に
関
す
る
作
者
の
見
解
を
こ
こ
で
持
ち
出
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
本
稿
で
は
主
題
の
考
察
を
省
く
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
い
な

い
。
本
稿
の
筆
者
は
、
三
部
作
あ
る
い
は
同
時
期
の
作
品
群
を
自
ら
判
断
し
て
み
せ
る
こ
と
で
作
品
を
作
品
群
の
内
に
対
象
化
す
る
作
者
の
姿

勢
に
注
目
し
つ
つ
作
品
に
接
し
た
い
と
考
え
る
た
め
、
あ
え
て
冒
頭
に
作
者
の
見
解
を
持
ち
出
し
た
訳
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
改
め
て
言
え
ば
、
作
者
が
都
市
生
活
者
の
一
症
状
と
な
っ
た
「
失
除
」
の
社
会
的
原
因
を
探
ろ
う
と
し
た
こ
の

時
期
の
作
品
群
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
実
現
さ
れ
た
「
失
除
」
あ
る
い
は
η
焦
燥
L
の
テ
ー
マ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
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こ
の
時
期
の
作
品
を
論
じ
る
と
き
に
は
、
同
時
期
の
他
の
作
品
と
の
相
違
を
ふ
ま
え
、
個
別
的
特
質
を
と
ら
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
主
題
が
、
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
を
視
座
と
し
て
、
本
稿
は
阿
他
人
の
顔
幽
の
作
晶
論
を
試
み
る
。

三
部
作
に
お
け
る
『
他
人
の
顔
』

の
特
質
と
こ
れ
ま
で
の
評
価

　
三
部
作
の
内
で
『
他
人
の
顔
』
を
考
え
る
と
き
、
以
下
の
三
点
に
そ
の
特
質
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
点
と
し
て
、
こ
の
作

品
は
ノ
ー
ト
の
メ
モ
書
き
と
手
紙
と
い
っ
た
特
異
な
形
式
で
も
っ
て
構
成
さ
れ
、
形
式
の
面
に
お
い
て
、
す
で
に
他
の
『
砂
の
女
』
や
『
燃
え

つ
き
た
地
図
』
と
一
線
を
画
し
て
い
る
。
両
作
品
の
場
合
、
本
文
全
体
が
ノ
ー
ト
に
記
録
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
と
い
う
設
定
は
取
っ
て
い
な
い

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
第
二
点
と
し
て
、
『
他
人
の
顔
㎏
の
場
合
、
小
説
の
内
容
が
「
ぼ
く
」
と
「
お
ま
え
」
と
い
う
二
人
の
人
物

設
定
に
よ
っ
て
終
始
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
設
定
は
、
榊
燃
え
つ
き
た
地
図
』
が
多
く
の
人
物
を
登
場
さ
せ
る
と
き
と
は
根
本
的
に

異
な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
判
砂
の
女
』
が
主
要
人
物
二
人
を
軸
に
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
登
場
人
物
の
設
定
は
同
じ
な
の
だ
が
、
た
だ
『
砂

の
女
』
の
場
合
に
は
、
主
人
公
が
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
く
到
達
し
た
は
ず
の
集
落
に
お
い
て
、
か
え
っ
て
幽
閉
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
生

ま
れ
る
こ
と
で
、
「
ぼ
く
」
と
「
お
ま
え
」
と
い
っ
た
夫
婦
聞
の
個
々
の
レ
ベ
ル
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
第
三
点
と

し
て
、
『
他
人
の
顔
』
に
お
い
て
の
み
、
視
点
人
物
の
η
失
除
L
が
表
現
さ
れ
な
い
と
い
う
状
況
設
定
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
こ
の
『
他
人
の
顔
』
に
つ
い
て
の
先
行
論
文
は
、
ほ
ぼ
、
以
下
の
二
点
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

　
す
な
わ
ち
、
ひ
と
つ
は
、
小
松
左
京
氏
ら
の
同
時
代
評
や
福
島
章
氏
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
カ
ー
リ
ー
氏
ら
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
主
要
登
場

人
物
で
あ
る
二
人
一
男
と
そ
の
妻
）
を
、
男
の
行
動
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
す
る
論
で
、
作
品
の
九
割
以
上
を
占
め
る
男
の
手
記
一
三
冊
の
ノ
ー

ト
）
に
記
さ
れ
た
文
章
を
通
し
て
、
本
作
は
人
間
の
疎
外
さ
れ
て
い
く
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

し
て
、
岡
庭
昇
氏
ら
の
お
こ
な
っ
た
、
作
品
終
盤
部
に
登
場
す
る
妻
の
手
紙
の
役
割
に
注
目
す
る
も
の
で
は
、
そ
の
手
紙
は
男
の
告
白
内
容

を
非
難
し
、
告
自
の
正
当
性
を
無
化
す
る
目
的
で
存
在
す
る
と
み
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
男
の
告
白
し
て
き
た
内
容
す
べ
て
を
覆
す
働
き
を
備

え
て
い
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
た
だ
、
そ
こ
に
知
的
な
限
界
が
生
じ
て
い
る
た
め
、
妻
の
存
在
が
作
品
世
界
に
お
い
て
は
不
完
全
で
あ
り
、
作

品
と
し
て
は
成
功
し
て
い
な
い
と
解
釈
す
る
論
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
二
っ
の
論
旨
の
め
ざ
す
方
向
性
に
よ
っ
て
も
、
確
か
に
こ
の
作
品
の
大
半
を
占
め
る
男
の
手
記
が
自
己
疎
外
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
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こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
妻
が
そ
の
手
記
を
読
ん
だ
後
に
書
き
残
し
た
手
紙
は
、
男
の
告
自
内
容
の
調
子
に
合
わ
せ
て
彼
を
非
難
し
て

い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
間
題
が
あ
る
こ
と
も
確
か
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
従
来
の
作
品
論
と
は
異
な
り
、
近
年
武
石
保
志
氏
の
よ
う
に
、
作
品
内
に
お
け
る
登
場
人
物
二
人
の
「
読
む
」

あ
る
い
は
「
書
く
し
と
い
う
行
為
に
焦
点
を
当
て
る
論
も
登
場
し
、
本
稿
に
と
っ
て
参
考
と
な
る
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
、
本
文

中
に
「
追
記
」
「
欄
外
註
」
「
日
記
」
と
い
っ
た
記
述
が
介
入
し
た
り
、
あ
る
い
は
本
文
中
に
訂
正
・
削
除
も
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
ぼ
く
」
の

こ
と
わ
り
も
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
手
記
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
複
雑
な
時
聞
の
構
造
を
は
ら
ん
で
い
る
と
す
る
意
見
な
ど
は
、
興
味
深
い
指

摘
で
あ
る
。
た
だ
し
、
氏
の
見
解
は
、
登
場
人
物
の
「
読
む
」
と
「
書
く
」
と
い
う
行
為
、
そ
れ
に
時
聞
の
構
造
と
の
関
係
に
焦
点
が
し
ぼ
ら

れ
て
い
る
た
め
に
、
書
か
れ
た
ノ
i
ト
あ
る
い
は
手
紙
が
、
作
品
全
体
と
ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
考
察
が
比
較
的
手
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

潜
し
ま
れ
る
。

　
こ
の
作
品
の
構
造
全
体
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
本
稿
の
筆
者
は
、
文
章
構
成
の
形
態
、
す
な
わ
ち
、
分
割
さ
れ
て
い
る
そ
の
形
式
の

様
相
に
も
っ
と
注
目
す
る
。
実
は
本
稿
の
筆
者
は
、
文
章
構
成
の
形
態
が
、
「
失
綜
」
と
い
う
こ
の
作
品
の
持
つ
テ
ー
マ
を
と
ら
え
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
テ
ー
マ
そ
の
も
の
と
し
て
「
失
除
」
を
と
り
あ
げ
つ
つ
も
、
三
部
作
の
他
の
二
作
と
は
異
な
っ
て
、
作
品
中
に

「
失
除
」
と
言
う
語
が
一
度
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
み
て
も
、
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
作
晶
の
形
式
に
お
い
て
、
む

し
ろ
テ
ー
マ
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
形
式
の
問
題
と
し
て
も
重
要
で
あ
る
妻
の
手
紙
を
と
ら
え
よ
う
と
し
つ
つ
も
、
従

来
の
論
は
、
男
の
手
記
に
対
す
る
妻
の
手
紙
の
役
割
の
み
を
考
察
し
、
逆
に
妻
の
手
紙
に
と
っ
て
男
の
手
記
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か

と
い
っ
た
、
形
態
間
の
関
係
性
を
間
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
他
人
の
顔
』
を
構
成
す
る
文
章
構
成
の
形
態
を
整
理
し
た
う
え
で
、
「
失
綜
し
を
促
し
た
自
己
と
他
者
に
お
け
る
関
係

の
危
機
の
構
造
に
分
析
を
加
え
、
作
品
世
界
の
把
握
に
結
び
つ
け
よ
う
と
試
み
る
。
論
述
に
あ
た
っ
て
は
、
自
己
と
他
者
の
問
題
に
も
、
安
部

公
房
が
あ
え
て
「
他
人
」
と
い
う
語
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
い
つ
つ
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。
と
い
う
の
も
、
「
他
人
」
と
い

う
語
は
、
安
部
公
房
の
語
彙
に
お
い
て
は
、
都
市
化
現
象
に
よ
っ
て
人
間
関
係
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
の
も
と
に
使
用
さ
れ

る
語
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
は
「
隣
人
し
一
連
帯
感
で
結
ば
れ
る
共
同
体
の
成
員
一
の
対
立
項
と
し
て
の
意
味
合
い
が
濃
く
、
産
業
杜
会
の
生

ん
だ
都
市
に
お
い
て
、
連
帯
感
で
は
結
ば
れ
な
い
共
同
関
係
の
内
部
に
い
る
人
間
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
他
人
」
を
前
提
に
し
て
、

他
の
人
間
と
の
相
互
の
関
係
を
意
識
す
る
こ
と
を
読
者
に
要
求
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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な
お
、
こ
の
作
品
を
含
む
三
部
作
の
も
と
の
短
編
は
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
が
異
な
る
。
た
と
え
ば
、
『
砂
の
女
』
が
短
編
門
チ
チ

ン
デ
ラ
ヤ
パ
ナ
』
、
門
燃
え
つ
き
た
地
図
』
が
短
編
『
カ
ー
ブ
の
向
う
』
を
核
と
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
『
他
人
の
顔
』
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

核
と
な
る
小
説
は
あ
る
。
し
か
し
、
作
者
自
身
が
こ
れ
ら
を
三
部
作
と
言
う
と
き
、
そ
れ
は
三
作
と
も
単
行
本
と
し
て
あ
ら
た
め
て
書
き
下

ろ
さ
れ
た
作
晶
を
指
し
て
い
る
。
本
稿
は
『
他
人
の
顔
』
を
「
失
跨
」
の
テ
ー
マ
を
根
底
に
抱
く
三
部
作
の
一
つ
と
し
て
考
え
て
い
こ
う
と
す

る
た
め
、
こ
こ
で
は
あ
え
て
単
行
本
版
を
取
り
上
げ
る
。
初
出
の
版
と
単
行
本
の
間
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
異
同
の
問
題
は
、
別
の
機
会
に
譲

る
。

二
　
文
章
構
成
の
形
態

　
こ
の
作
品
は
、
手
記
と
手
紙
と
の
二
種
類
の
形
態
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
手
記
は
あ
る
男
か
ら
彼
の
妻
に
宛
て
ら
れ
て
い

て
、
黒
・
白
・
灰
色
の
三
冊
の
ノ
ー
ト
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
三
冊
の
ノ
ー
ト
が
記
さ
れ
る
前
の
ぺ
－
ジ
に
妻
宛
て
の
手
紙
が
あ
り
、
ま
た

ノ
ー
ト
が
書
き
記
さ
れ
た
後
の
ぺ
ー
ジ
か
ら
は
、
妻
か
ら
夫
に
宛
て
た
手
紙
を
含
む
男
の
記
録
が
さ
ら
に
続
い
て
い
る
。
本
稿
が
注
目
す
る
の

は
、
こ
の
よ
う
な
形
式
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
作
品
を
組
み
立
て
て
い
る
文
章
は
「
手
紙
」
、
「
三
冊
の
ノ
ー
ト
し
、
「
手
紙
」
と
文
書
の
形
式
で
文
章
構
成
を
区
切
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
三

冊
の
ノ
i
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
訂
正
、
削
除
、
加
筆
に
よ
っ
て
、
幾
つ
か
の
段
階
に
区
分
さ
れ
る
。
の
ち
に
ふ
れ
る
こ
と
だ
が
、
三
冊
の
ノ
ー

ト
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
と
異
な
る
時
聞
軸
に
よ
っ
て
分
化
す
る
「
ぼ
く
」
の
言
葉
が
交
錯
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
っ
ま
り
、
文
章
構

成
の
形
態
と
、
三
冊
の
ノ
ー
ト
の
修
正
過
程
の
多
様
さ
と
は
こ
の
小
説
の
根
幹
と
な
る
仕
掛
け
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
で
あ
っ
て
、
各

形
態
間
の
連
関
と
三
冊
の
ノ
ー
ト
に
お
け
る
一
人
称
の
様
相
の
変
化
が
全
体
と
ど
う
か
関
わ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識

を
前
提
と
し
て
、
本
節
で
は
ま
ず
ノ
ー
ト
お
よ
び
手
紙
の
文
の
形
態
が
、
ど
の
よ
う
に
布
置
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
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〈
ユ
〉
妻
あ
て
の
手
紙
一
単
行
本
三
頁
－
八
頁
一

　
こ
の
手
紙
の
な
か
に
は
、
「
ぼ
く
」
と
「
お
ま
え
し
と
い
う
二
人
の
人
物
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
ぼ
く
」
の
そ
の
文
面
は
、
「
お
ま
え
」
と
呼
ば
れ

る
「
ぼ
く
」
の
妻
に
向
か
っ
て
、
三
冊
の
ノ
ー
ト
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
「
ぼ
く
し
と
「
彼
」
と
で
演
ず
る
「
仮
面
劇
」
に
何
ら
か
の
判
断
を
下
す
よ
う
依



頼
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
手
紙
は
「
お
ま
え
」
と
い
う
登
場
人
物
に
対
し
て
、
「
ぼ
く
し
が
仮
面
を
つ
け
る
こ
と
で
獲
得
し
た
も
う
一
つ
の
人
格
で
あ

る
「
彼
」
の
時
空
間
一
「
仮
面
劇
」
と
呼
ば
れ
る
一
す
な
わ
ち
、
虚
構
世
界
に
お
け
る
「
彼
」
の
行
動
を
語
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
。

〈
2
〉
黒
い
ノ
ー
ト
一
単
行
本
　
九
頁
－
百
二
十
五
頁
一

　
こ
の
ノ
ー
ト
で
は
、
ま
ず
「
仮
面
」
が
製
作
さ
れ
る
動
機
と
そ
の
製
作
過
程
が
記
さ
れ
、
次
に
は
男
が
そ
の
「
仮
面
劇
し
を
「
仮
面
」
を
か
ぶ
る
こ
と
に

よ
っ
て
演
じ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
ノ
ー
ト
の
特
徴
は
む
し
ろ
ノ
i
ト
の
記
載
の
さ
れ
方
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ー
ト
に
は
ま
ず
右

の
ご
と
き
筋
道
の
、
い
わ
ば
本
文
が
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
さ
ら
に
、
「
欄
外
の
挿
入
し
「
欄
外
註
」
「
追
記
」
と
い
っ
た
形
で
文
章
が
追
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
三
冊
の
ノ
i
ト
に
共
通
す
る
特
徴
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
ノ
；
ト
を
推
散
す
る
時
点
で
本
文
と
括
弧
で
区
別
し
つ
つ
新
た
な
文
章
が
加
え
ら
れ

て
い
る
。
以
上
の
文
の
修
正
過
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ
警
か
れ
た
時
聞
の
隔
た
り
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
の
ち
に
ふ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
三
冊
の
ノ
・
－
ト
の
う
ち
こ
の
ノ
ー
ト
に
だ
け
は
「
ぼ
く
」
の
貝
記
の
記
述
が
存
在
す
る
。
こ
の
記
述
は
、
「
そ
の
臼
の
臼
記
を
く
っ
て
み
る
と
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
」
と
い
う
本
文
の
後
に
登
場
し
、
二
重
括
弧
で
区
別
さ
れ
て
い
る
二
〇
頁
一
。
こ
の
臼
記
の
記
述
に
示
さ
れ
て
い
る
日
付
一
五

月
二
十
六
日
一
は
、
作
品
に
お
い
て
唯
一
月
日
が
判
別
で
き
る
材
料
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
日
付
以
前
は
、
ノ
ー
ト
に
お
い
て
何
月
の
出
来
事
が
記
述
さ
れ

て
い
る
か
は
分
か
る
が
、
臼
時
の
特
定
は
出
来
な
い
。
一
方
、
こ
の
日
付
以
後
、
ノ
ー
ト
は
日
記
的
体
裁
を
と
り
、
出
来
勢
は
一
日
ご
と
に
進
ん
で
い
く
よ

う
に
な
る
。
こ
う
し
て
「
黒
い
ノ
ー
ト
」
は
、
あ
る
年
の
「
五
月
二
十
六
日
」
に
始
ま
り
、
そ
こ
か
ら
前
年
へ
と
遡
及
し
て
圓
想
さ
れ
、
そ
し
て
あ
ら
た
め

て
「
五
月
二
十
六
日
」
へ
向
け
て
年
を
越
し
て
、
そ
の
年
の
三
月
ま
で
の
出
来
事
を
描
写
し
て
ゆ
く
。
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〈
3
〉
白
い
ノ
ー
ト
一
単
行
本
　
百
二
十
五
頁
－
二
〇
八
頁
）

　
こ
の
ノ
ー
ト
は
、
㍗
黒
い
ノ
ー
ト
L
の
あ
と
を
受
け
、
三
月
か
ら
五
月
宋
ま
で
の
期
聞
に
「
ぼ
く
」
が
「
仮
面
」
を
完
成
さ
せ
、
実
際
に
顔
に
つ
け
虜
分

の
顔
に
馴
染
む
よ
う
に
試
み
る
様
子
を
日
を
追
っ
て
記
録
し
て
い
る
。
こ
の
ノ
ー
ト
で
注
冒
さ
れ
る
の
は
、
「
ぼ
く
し
の
内
面
に
変
化
が
生
じ
、
そ
れ
ま
で
㍗
ぼ

く
」
の
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
欲
望
が
新
た
な
人
格
を
得
て
「
ぼ
く
」
と
対
話
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
も
う
一
人
の
「
ぼ
く
」
と
の

間
答
が
起
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
ノ
ー
ト
は
そ
の
対
話
を
書
き
記
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
人
格
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
の
同
一
性
の
破
綻
を
示
唆

し
て
い
る
。
こ
う
し
て
「
ぼ
く
■
一
の
言
葉
は
時
間
軸
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
内
面
の
欲
望
に
よ
っ
て
も
分
裂
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
こ
と
が
「
お
ま

え
」
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
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〈
4
〉
灰
色
の
ノ
ー
ト
一
単
行
本
　
二
〇
八
頁
⊥
二
四
五
頁
一

　
こ
の
ノ
ー
ト
に
な
っ
て
、
「
ぼ
く
と
彼
と
の
仮
面
劇
」
に
「
お
ま
え
」
も
登
場
人
物
の
一
人
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
伝
え
ら
れ
る
。
ノ
ー
ト
に
は
、

「
ぼ
く
」
が
「
仮
面
し
を
っ
け
て
「
彼
」
と
な
り
「
お
ま
え
し
と
恋
愛
関
係
を
結
ぶ
が
、
家
に
戻
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
「
ぼ
く
」
と
し
て
こ
れ
ま
で
の
夫
婦

生
活
を
続
け
る
模
様
が
記
述
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
人
二
役
の
生
活
を
続
け
る
こ
の
時
期
に
ノ
ー
ト
を
曹
き
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
模
様
が
告
自
さ
れ
る
。
こ

の
期
聞
は
六
月
初
旬
か
ら
八
月
の
初
旬
の
約
二
か
月
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
三
冊
の
ノ
ー
ト
に
は
、
ノ
ー
ト
と
い
う
形
態
上
の
変
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
形
態
上
の
同
質
性
は
、
ノ
ー
ト
が
三
冊
の
ま

と
ま
り
を
も
っ
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
冊
の
ノ
ー
ト
は
、
一
連
の
手
記
と
し
て
考
え
る
と
き
、
そ
の
機
能
が
明

確
に
な
っ
て
く
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
三
冊
の
ノ
ー
ト
の
機
能
を
説
明
す
る
た
め
に
も
、
さ
き
ほ
ど
指
摘
し
た
本
文
中
に
介
入
す
る
い
く
つ
か
の
注
記
的
文
章
に

つ
い
て
説
明
を
加
え
た
い
。
ま
ず
「
欄
外
の
挿
入
」
は
、
ノ
ー
ト
を
書
く
以
前
の
「
ぼ
く
」
の
行
動
を
当
時
の
メ
モ
そ
の
ま
ま
に
書
き
加
え
た

と
思
え
る
文
章
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
専
門
家
に
問
い
合
わ
せ
の
こ
と
し
あ
る
い
は
「
当
面
研
究
す
べ
き
課
題
」
と
い
っ
た
メ
モ
風
の
文

体
は
、
仮
面
を
製
作
す
る
過
程
で
、
そ
の
と
き
ど
き
の
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
「
追
記
」
は
、
「
追

記
の
追
記
」
一
八
六
頁
）
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
文
を
書
い
て
か
ら
約
三
か
月
後
の
文
章
で
あ
り
、
そ
れ
は
妻
に
宛
て
た
手
紙
が
書
か
れ

る
二
三
日
前
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
お
い
て
η
ぼ
く
L
は
、
ノ
ー
ト
を
書
い
て
い
た
当
時
の
「
ぼ
く
」
を
振
り
返
っ
て

自
己
省
察
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
そ
の
こ
と
よ
り
も
、
こ
の
文
章
が
「
お
ま
え
宛
て
の
手
紙
」
に
つ
な
が
る
行
為

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
追
記
」
に
は
「
ぼ
く
」
と
い
う
書
き
手
に
お
い
て
「
お
ま
え
」
と
い
う
読
み
手
が
明
確
に
意
識
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
暖
味
な
ま
ま
の
読
み
手
に
宛
て
て
書
か
れ
て
い
た
文
章
が
訂
正
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
。
さ
ら
に
「
欄
外
註
」
は
、
本
文
と
の
時
期
の
関
係
の
特
定
は
困
難
だ
が
、
た
だ
そ
こ
に
本
文
の
注
解
と
い
う
性
質
が
備
え
ら
れ
て
い
て
「
お

ま
え
し
に
説
明
す
る
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
次
第
に
判
明
し
て
く
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
読
者
に
わ
か
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
冊
の
ノ
ー
ト
を
書
き
綴
っ
て
い
た
当
初
に

は
、
ま
だ
「
ぼ
く
」
は
の
ち
に
「
お
ま
え
」
と
い
う
読
み
手
に
弁
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
な
本
文
の
不
都
合
さ
に
気
づ
い
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
手
記
一
三
冊
の
ノ
ー
ト
一
を
妻
で
あ
る
「
お
ま
え
」
が
実
際
に
読
む
こ
と
を
想
定
し
た

12至



と
き
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
手
記
の
内
容
あ
る
い
は
文
章
そ
の
も
の
の
不
整
合
や
不
都
合
に
気
づ
い
た
。
そ
こ
で
、
手
記
が
手
紙
と
共
に
「
お

ま
え
」
に
手
渡
さ
れ
る
段
階
に
な
っ
て
始
め
て
、
そ
の
不
都
合
さ
が
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
最
後
に
、
い
ま
ひ
と
つ
の
文
章
が
あ
る
。
そ
れ
が
「
ぼ
く
」
の
た
め
の
記
録
一
正
確
に
は
η
灰
色
の
ノ
i
ト
を
逆
さ
に
使
っ
て
、
そ
の
余
白

に
最
後
の
ぺ
ー
ジ
か
ら
書
き
加
え
ら
れ
た
、
自
分
だ
け
の
た
め
の
記
録
L
一
と
妻
の
手
紙
一
単
行
本
　
三
四
六
頁
⊥
二
八
七
頁
一
で
あ
る
。

〈
5
〉
「
ぼ
く
」
の
た
め
の
記
録
と
妻
の
手
紙

　
こ
の
メ
モ
は
「
灰
色
の
ノ
ー
ト
」
を
逆
さ
に
使
っ
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
を
と
る
。
メ
モ
は
「
ぼ
く
」
が
三
冊
の
ノ
i
ト
を
書
き
詰
め
た
後
、
二

人
は
ど
う
行
動
し
た
か
一
あ
る
い
は
ど
う
行
動
し
よ
う
と
す
る
の
か
一
を
追
記
し
て
い
く
。
こ
の
メ
モ
申
に
「
妻
の
季
紙
」
の
文
章
も
「
ぼ
く
」
に
よ
る
転

写
と
推
測
さ
れ
る
体
裁
で
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
お
ま
え
宛
て
の
手
紙
」
が
構
成
上
三
冊
の
ノ
i
ト
の
前
に
位
置
し
て
い
る
と
き
と
異
な
り
、

妻
の
手
紙
の
文
と
お
ぼ
し
き
文
章
の
直
後
に
括
弧
付
き
で
「
つ
づ
け
て
、
判
読
不
能
な
ま
で
に
消
さ
れ
た
、
一
行
半
ば
か
り
の
削
除
あ
り
」
；
一
六
六
頁
一

と
メ
モ
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
の
文
章
か
ら
そ
う
判
断
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
ぼ
く
」
が
判
読
不
能
な
文
章
を
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
紙
文
が
そ
の
ま
ま

の
状
態
で
記
載
さ
れ
て
い
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
手
紙
は
㍗
ぼ
く
L
の
手
紙
の
裏
を
使
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

　
「
ぼ
く
」
の
記
録
に
挿
入
と
い
う
体
裁
で
残
さ
れ
て
い
る
「
妻
の
手
紙
」
は
、
仮
面
を
つ
け
た
「
彼
」
と
の
「
仮
面
劇
」
、
つ
ま
り
「
ぼ
く
」
の
別
人
格
で

あ
る
「
彼
」
と
妻
の
間
で
行
わ
れ
て
い
た
演
技
の
生
活
を
終
わ
ら
せ
る
。
「
お
ま
え
宛
て
の
手
紙
」
か
ら
始
ま
っ
た
三
冊
の
ノ
ー
ト
を
読
ん
だ
「
お
ま
え
し
は
、

「
ぼ
く
」
の
依
頼
通
り
、
そ
の
「
仮
面
劇
」
に
対
し
て
彼
女
な
り
の
判
断
を
下
し
、
結
果
と
し
て
手
紙
が
残
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
「
お
ま
え
」
に
会
う
こ
と
な
く
、
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
で
そ
の
手
紙
を
読
ん
だ
「
ぼ
く
し
は
、
人
格
に
お
い
て
そ
れ
ま
で
「
ぼ
く
」
に
対
し
て
主

導
権
を
握
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
彼
」
の
欲
望
に
従
う
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
内
面
の
欲
望
が
獲
得
し
た
人
格
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
「
ぼ
く
し
が
「
彼
」

の
背
後
に
押
し
や
ら
れ
る
と
い
っ
た
、
人
格
の
転
換
が
起
こ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
「
お
ま
え
宛
て
の
手
紙
し
と
三
冊
の
ノ
ー
ト
が
「
お
ま
え
し
に
渡

り
、
返
事
が
添
え
ら
れ
て
ふ
た
た
び
そ
の
三
冊
の
ノ
ー
ト
が
「
ぼ
く
」
の
手
に
戻
っ
た
上
で
行
動
し
よ
う
と
す
る
㍗
ぼ
く
L
は
、
「
彼
」
と
な
っ
た
㍗
ぼ
く
L

で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
格
の
葛
藤
を
終
え
た
「
ぼ
く
」
は
、
記
録
の
書
き
手
と
い
う
位
置
を
放
棄
す
る
と
宣
言
し
て
結
び
、
そ
れ
が
ま
た
作
晶
の
終
わ
り
と

も
な
っ
て
い
る
。

120

721

　
こ
こ
で
、
『
他
人
の
顔
』
に
お
け
る
手
紙
と
、
手
記
を
記
し
た
三
冊
の
ノ
ー
ト
、
こ
の
二
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。
「
ぼ

く
」
と
「
お
ま
え
」
と
い
う
夫
婦
に
お
い
て
手
紙
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
居
す
る
夫
婦
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
二
人
は
手
紙
を
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交
わ
す
必
要
性
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
η
ぼ
く
し
の
手
紙
に
は
、
手
記
を
綴
っ
た
三
冊
の
ノ
ー
ト
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

三
冊
の
ノ
ー
ト
に
は
、
多
数
の
修
正
の
跡
が
残
さ
れ
て
い
て
、
書
き
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
修
正
さ
れ
る
以
前
の
三
冊
の
ノ
ー
ト
と
は
、

何
ら
か
の
点
で
性
質
が
変
化
し
て
い
る
。
し
か
し
、
修
正
の
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
な
い
、
当
初
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
本
文
の
み
の
ノ
ー
ト
は

も
は
や
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
修
正
さ
れ
た
手
記
は
妻
に
夫
と
の
別
離
を
決
意
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
妻
の
手
紙
は
「
ぼ
く
」
の

記
録
に
混
入
し
て
い
て
「
お
ま
え
」
宛
の
手
紙
の
よ
う
に
独
立
し
て
作
品
内
に
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
な
ぜ
こ
う
し
た
形
態
と
書
記
方
法
を
と
ら
せ
る
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
文
章
構
成
の
形
態
自
体
の
把
握
だ
け
で
は
明
ら

か
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
書
き
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
本
人
に
加
え
、
読
み
手
で
あ
る
「
お
ま
え
」
も
、
同
時
に
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
考
え
る
。

　
形
態
の
設
定
、
あ
る
い
は
修
正
の
過
程
が
作
品
に
残
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
公
房
に
お
い
て
書
く
行
為
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
作
品
内
に
お
い
て
読
む
行
為
自
体
も
当
然
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
η
お
ま
え
L
宛
て
の
手

紙
と
三
冊
の
ノ
ー
ト
は
い
ず
れ
も
、
「
お
ま
え
」
と
い
う
読
み
手
が
存
在
し
な
け
れ
ば
作
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ

の
ノ
ー
ト
に
お
け
る
修
正
は
、
読
み
手
と
の
位
置
関
係
の
変
化
、
あ
る
い
は
読
み
手
の
変
化
を
表
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
以
下

節
を
変
え
て
二
人
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
分
析
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
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三
　
小
説
世
界
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
と
「
お
ま
え
」

の
関
係

　
こ
の
作
晶
を
構
成
す
る
の
は
、
男
が
あ
る
年
の
九
月
か
ら
そ
の
翌
年
の
八
月
ま
で
の
一
年
間
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
記
録
し
た
手
記
で
あ
る
。

当
然
、
こ
の
作
品
の
大
半
は
「
ぼ
く
し
の
告
白
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
お
ま
え
」
の
言
動
は
圧
倒
的
に
少
な
い
。
し
か
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
注
記
や
修
正
の
付
さ
れ
た
手
記
一
三
冊
の
ノ
ー
ト
一
は
、
妻
で
あ
る
「
お
ま
え
」
を
読
み
手
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。
っ
ま
り
、

登
場
人
物
で
あ
る
二
人
は
読
み
手
と
書
き
手
と
い
う
関
係
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
存
在
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
作
晶
の
い
ち
じ
る
し
い
特

色
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
稿
に
お
い
て
作
品
世
界
が
二
人
の
関
係
性
か
ら
み
ち
び
か
れ
る
と
主
張
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
読
み
手
と
書
き
手
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
若
干
ふ
れ
た
よ
う
に
、
「
ぼ
く
」
の
書
く
行
為
の
う
ち
に
読
み
手
が
変
化
し
て

い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
㍗
ぼ
く
L
に
読
み
手
を
変
化
さ
せ
る
原
因
を
探
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、



そ
れ
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
さ
ら
に
二
人
の
関
係
に
迫
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
ノ
ー
ト
と
い
う
場
の
問
題
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
も
と
も
と
「
他
人
」
で
あ
る
「
お
ま
え
」
が
読
む
と
い
う
想
定
の
も
と
に
修
正
さ
れ
た
三
珊
の
ノ
ー
ト
は
、

書
き
始
め
ら
れ
た
時
点
で
修
正
さ
れ
る
意
図
は
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
手
記

を
ノ
ー
ト
に
綴
っ
た
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
読
み
手
を
回
避
す
る
可
能
性
を
「
ぼ
く
」
に
与
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ

と
か
と
言
え
ば
、
以
下
の
よ
う
に
も
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ー
ト
は
当
初
、
書
き
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
が
、
読
み
手
で
あ
る
「
ぼ

く
」
に
読
ま
せ
る
た
め
に
書
か
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
追
記
」
に
お
い
て
本
文
を
書
い
て
い
た
頃
を
振
り
返
る
次
の
よ
う
な
文
章
か
ら

も
う
か
が
え
る
。
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だ
か
ら
、
書
く
こ
と
を
馬
鹿
に
し
て
は
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
。
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
事
実
を
文
字
の
配
列
に
置
き
か
え
る
だ
け
の
こ
と

で
は
な
く
、
そ
れ
虜
身
が
一
種
の
慶
険
旅
行
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。
一
略
一
危
険
も
あ
れ
ば
、
発
見
も
あ
れ
ば
、
充
足
も
あ
る
。
何
時
か
ぼ
く
は
、
書
く
こ

と
自
体
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
は
じ
め
、
何
時
ま
で
も
こ
う
し
て
、
書
き
つ
づ
け
て
い
た
い
と
さ
え
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
　
　
　
二
…
八
頁
一

　
こ
の
よ
う
に
、
書
く
こ
と
自
体
に
興
味
を
持
ち
、
そ
こ
に
満
足
感
を
得
て
い
た
「
ぼ
く
」
の
行
為
は
、
そ
れ
ま
で
日
記
に
臼
々
の
行
動
を
記

録
し
て
い
た
と
き
と
は
意
味
合
い
が
異
な
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
ノ
ー
ト
に
文
章
を
綴
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
㍗
ぼ
く
L
は
書
く
と
い
う

行
為
の
み
に
内
面
の
充
足
を
見
出
だ
さ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
内
面
の
状
況
が
、
「
ぼ
く
」
以
外
の
人
物
を
読
み

手
と
す
る
こ
と
を
回
避
さ
せ
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の
心
理
的
状
況
下
に
お
い
て
記
さ
れ
て
き
た
当
初
の
本
文
と
、
そ
し
て
修
正
を
受
け
た
現
在
に
お
け
る
断
片
的
な
文

章
と
の
関
係
に
は
、
「
ぼ
く
」
．
と
「
お
ま
え
」
と
の
関
係
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
手
記
自
体
の
う
ち
に

秘
め
ら
れ
た
対
話
者
の
存
在
に
対
す
る
書
き
手
の
回
避
行
為
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
を
暴
露
す
る
実
在
の
「
お
ま
え
」
と
い
う
存
在
。
こ
の

関
係
が
成
立
し
な
け
れ
ば
、
「
ぼ
く
」
の
告
白
で
あ
る
本
文
の
修
正
の
過
程
な
ど
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
「
ぼ
く
」
が
手
記
を
書
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
原
因
が
、
「
お
ま
え
」
と
の
「
仮
面
劇
」
と
い
う
奇
妙
な
夫
婦
生
活
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
「
ノ
ー
ト
と
い
う
場
は
、
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
作
品
の
主
題
を
支
え
る
有
力
な
要
素
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
ノ
ー
ト
に
修
正
が
加
え
ら
れ
て
ゆ
く
過
程
は
、
な
ぜ
「
ぼ
く
」
が
手
記
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
動
機
の
問
題
を
も
、

1ユ8



03ユ

沈
潜
さ
せ
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
な
構
造
が
読
み
と
れ
る
と
す
れ
ば
、
読
み
手
の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
こ
そ
が
、
作
品

世
界
に
お
け
る
「
ぼ
く
」
と
「
お
ま
え
」
と
の
関
係
を
検
証
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
本
節
で
三
冊

の
ノ
ー
ト
を
登
場
人
物
の
行
動
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
「
ぼ
く
」
の
行
動
を
「
ぼ
く
」
が
ノ
i
ト
に
書
く
時
点
の
前
後
で
区
別
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
こ
う
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
え
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
登
場
す
る
「
お
ま
え
」
は
、
「
ぼ
く
」
と
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
、
ま
た
関
係
を
保
っ
て
い
る
の
か
が
判
断
で

き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
際
、
作
品
に
記
さ
れ
る
唯
一
の
日
付
「
五
月
二
十
六
日
」
を
申
心
に
し
て
し
か
作
品
内
の
出
来
事
を
継
起
的

に
再
構
成
で
き
な
い
の
で
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
こ
の
日
を
起
点
と
し
て
出
来
事
の
時
問
を
前
後
に
た
ど
っ
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
出
来
事
の
展
開
か
ら
見
て
、
こ
の
η
五
月
二
十
六
日
」
と
い
う
日
は
、
「
ぼ
く
」
が
行
動
の
拠
点
を
自
宅
か
ら
ア
パ
i
ト
の
一
室
に
変
え
た

日
で
あ
り
、
「
ぼ
く
」
自
身
が
「
仮
面
劇
」
と
名
づ
け
て
い
る
行
動
を
準
備
し
て
き
た
日
々
か
ら
、
い
よ
い
よ
実
践
に
移
そ
う
と
す
る
時
期
と

を
区
切
る
日
付
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
ぼ
く
」
に
お
い
て
二
っ
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ぼ
く
」
の
活
動
す
る
空
間
と
、
顔
の

形
態
で
あ
る
。

　
ノ
i
ト
が
記
録
し
た
「
ぼ
く
」
の
活
動
の
場
に
は
次
の
よ
う
な
変
化
が
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
黒
い
ノ
ー
ト
は
、
生
活
の
場
で
あ
る

二
人
の
家
と
仕
事
場
で
あ
る
研
究
所
、
白
い
ノ
ー
ト
は
家
と
「
ぼ
く
」
の
借
り
た
ア
パ
ー
ト
と
周
辺
の
市
街
地
、
そ
し
て
灰
色
の
ノ
ー
ト
は
ア

パ
ー
ト
と
自
宅
と
「
仮
面
劇
」
の
と
き
に
使
用
さ
れ
る
ホ
テ
ル
、
そ
し
て
研
究
所
、
こ
の
よ
う
な
場
所
が
そ
れ
ぞ
れ
「
ぼ
く
」
と
い
う
人
物
の

活
動
す
る
空
間
と
な
っ
て
い
る
。

　
そ
し
て
顔
の
形
態
は
、
仕
事
場
に
い
る
と
き
と
自
宅
で
妻
と
接
す
る
と
き
は
、
包
帯
が
巻
か
れ
一
「
ぼ
く
」
が
作
品
中
包
帯
を
巻
い
た
顔
を
「
覆

面
」
と
読
ん
で
い
る
の
で
、
以
下
「
覆
面
し
と
す
る
）
、
自
宅
で
妻
と
接
し
て
い
て
い
な
い
と
き
、
ま
た
は
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
一
人
に
な
る

と
き
「
素
顔
」
と
な
る
。
ま
た
、
ア
パ
ー
ト
か
ら
街
に
出
て
「
お
ま
え
」
と
出
会
う
と
き
に
「
仮
面
」
を
つ
け
、
「
仮
面
」
の
欲
望
が
一
時
的

に
も
満
た
さ
れ
る
の
が
ホ
テ
ル
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

　
「
ぼ
く
」
が
ノ
ー
ト
を
書
き
始
め
る
の
は
「
六
月
二
日
」
に
あ
た
る
。
「
五
月
二
十
六
日
」
か
ら
こ
の
日
に
起
き
て
い
る
の
は
「
ぼ
く
し
の
「
仮

面
劇
」
と
称
す
る
行
動
で
あ
る
。
「
仮
面
劇
」
と
は
、
「
ぼ
く
」
が
「
仮
面
し
を
っ
け
て
「
彼
し
と
な
り
、
「
お
ま
え
し
を
誘
惑
す
る
一
方
で
、
「
覆

面
」
の
「
ぼ
く
」
と
し
て
自
宅
で
「
お
ま
え
」
と
接
す
る
生
活
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
書
き
手
で
あ
る
「
素
顔
」
の
「
ぼ
く
」
が
描
き

出
す
「
お
ま
え
し
を
含
め
た
場
合
、
「
ぼ
く
」
と
い
う
人
物
は
三
様
に
妻
と
関
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
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一
方
、
こ
の
時
期
の
「
お
ま
え
」
は
、
「
覆
面
し
に
対
し
て
終
始
話
し
か
け
、
「
仮
面
」
に
対
し
て
夫
の
遊
戯
を
認
め
る
人
物
で
あ
り
、
そ
し

て
ま
た
、
ノ
ー
ト
に
描
か
れ
て
い
く
自
分
自
身
の
こ
と
な
ど
知
る
由
も
な
い
将
来
の
読
み
手
で
あ
る
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
、
㍗
仮
面
劇
L
が
始

ま
る
。
す
る
と
「
覆
面
」
へ
み
ず
か
ら
話
か
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
お
ま
え
」
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
η
ぼ
く
L
は

そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
「
ぼ
く
」
が
「
彼
」
で
あ
る
と
き
、
後
に
手
記
に
よ
っ
て
告
白
さ
れ
ず
と
も

そ
れ
が
「
ぼ
く
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
る
㍗
お
ま
え
」
と
、
う
ま
く
だ
ま
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
η
ぼ
く
L
と
の
相
違
か
ら
生

じ
て
い
る
。
こ
の
「
仮
面
」
に
対
す
る
認
識
の
相
違
に
つ
い
て
は
後
節
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
「
ぼ
く
」
の
認
識
が
ノ
ー

ト
に
ど
う
関
わ
る
の
か
を
考
え
よ
う
と
思
う
。

　
「
六
月
二
日
」
か
ら
「
お
ま
え
」
に
手
紙
と
手
記
が
渡
さ
れ
る
「
八
月
上
旬
」
ま
で
の
約
二
か
月
、
「
ぼ
く
」
は
、
「
仮
面
」
を
作
ろ
う
と
し

た
「
前
年
の
九
月
」
か
ら
の
約
一
年
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
振
り
返
り
方
は
残
さ
れ
た
本
文
だ
け
を
見
て
も
効
率
の
よ
い
も
の

と
は
言
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
六
月
二
日
し
に
始
ま
っ
た
回
想
は
「
五
月
二
十
六
日
」
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
数

頁
後
に
は
暖
昧
な
う
ち
に
さ
ら
な
る
過
去
へ
の
回
想
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
や
が
て
、
解
き
終
え
た
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
が
も
の
顔
に
這
い
出
し
て
く
る
、
蛭
の
塊
り
…
…
か
ら
み
合
い
、
赤
黒
く
ふ
く
れ
上
が
っ
た
、
ケ
ロ
イ
ド
の
蛭

…
…
ま
っ
た
く
、
何
と
い
う
醜
悪
さ
だ
！
ほ
と
ん
ど
…
…
日
課
に
し
て
繰
返
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
馴
れ
て
く
れ
て
も
い
い
よ
う
に

思
う
の
だ
が
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
十
五
頁
）
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と
ア
パ
ー
ト
で
一
人
に
な
っ
た
「
ぼ
く
」
の
素
描
が
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
こ
か
ら
再
び
話
が
「
五
月
二
十
六
日
し
に
戻
り
、
「
さ
て
、

そ
ん
な
具
合
で
、
そ
れ
で
も
な
ん
と
か
、
書
き
だ
し
の
S
荘
の
隠
れ
家
ま
で
は
辿
り
着
け
た
よ
う
で
あ
る
し
二
六
〇
頁
一
と
い
う
文
章
に
至

る
ま
で
に
、
す
で
に
一
冊
の
ノ
ー
ト
が
費
や
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
「
お
ま
え
」
に
話
を
向
け
よ
う
と
意
識
し
て
は
い
て
も
、
㍗
素
顔
L
の
㍗
ぼ
く
L
に
考
え
が
向
か
っ
て
い
く
の
を
避
け
る
「
ぼ
く
」

の
口
実
と
し
て
、
ノ
ー
ト
が
書
き
始
め
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
火
傷
の
跡
が
残
っ
た
「
素
顔
」
に
対
す
る
嫌

悪
は
、
「
ぼ
く
し
と
い
う
個
人
に
対
す
る
嫌
悪
で
あ
り
、
そ
の
矛
盾
か
ら
逃
げ
出
す
糸
－
口
と
い
う
か
口
実
が
、
ノ
ー
ト
に
見
っ
か
っ
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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「
覆
面
」
も
「
仮
面
」
も
自
分
の
顔
で
は
な
く
、
「
素
顔
」
が
憎
む
べ
き
ほ
ど
に
破
壊
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
は
、
喪
失
さ
れ
た
「
素
顔
」
を
求
め

て
自
己
の
過
去
へ
と
埋
没
し
て
い
っ
た
。
な
ぜ
そ
う
な
る
か
と
言
え
ば
、
喪
失
し
た
「
素
顔
」
は
自
己
の
内
面
に
し
か
産
出
さ
れ
え
な
い
像
一
イ

メ
ー
ジ
一
で
の
み
保
証
さ
れ
る
状
況
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
像
一
イ
メ
ー
ジ
一
は
文
字
に
よ
っ
て
ノ
ー
ト
に
定
着
し
実
在
す
る
「
も
の
」
と

な
り
㍗
ぼ
く
し
を
周
囲
の
現
実
か
ら
救
済
す
る
場
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
現
実
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
「
ぼ
く
」
の
唯
一
の
救

い
は
「
お
ま
え
」
と
い
う
妻
で
は
な
く
、
「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
「
も
の
し
で
あ
っ
た
と
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
㍗
お

ま
え
」
は
「
ぼ
く
」
の
「
素
顔
」
と
い
う
概
念
を
み
ち
び
き
だ
せ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
。

四
　
「
お
塞
え
」
と
い
う
読
み
手
の
出
現

　
結
果
と
し
て
「
お
ま
え
」
宛
て
の
手
記
一
三
冊
の
ノ
i
ト
）
を
「
ぼ
く
」
に
書
か
せ
る
要
因
は
、
「
ぼ
く
」
が
「
仮
面
劇
」
と
称
し
て
い
る
「
彼
」

と
「
お
ま
え
し
の
二
人
が
関
係
を
取
り
結
ぶ
場
が
新
た
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
彼
」
と
い
う
人
物
一
人
格
一
と
「
お

ま
え
」
が
逢
引
を
重
ね
る
中
で
、
「
お
ま
え
」
を
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
な
い
と
い
う
「
彼
」
の
困
惑
が
か
っ
て
の
「
ぼ
く
」
と
「
お
ま
え
し

と
の
生
活
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
こ
そ
、
「
ぼ
く
」
に
手
記
を
書
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
書
く
と
い
う
行
為
を
と
お

し
て
、
夫
婦
生
活
を
離
れ
た
「
お
ま
え
」
と
い
う
人
物
が
い
か
な
る
存
在
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
「
彼
」
そ
し
て
「
ぼ
く
」
に

振
り
返
る
こ
と
を
強
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
η
仮
面
」
の
行
為
を
追
想
し
な
が
ら
吐
き
出
さ
れ
る
η
ぼ
く
L
の
言
葉
か
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ユ王5

　
あ
あ
、
ぼ
く
に
は
お
ま
え
が
分
か
ら
な
い
。

す
る
し
か
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

一
申
略
一

£
く
こ
ま
、

お
ま
え
が
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
以
上
、

お
ま
え
を
試
そ
う
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
自
滅

　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
二
一
－
二
頁
一

　
い
っ
た
い
、
お
ま
え
は
、
何
者
な
の
だ
？

け
っ
し
て
拒
ま
ず
、
悪
び
れ
ず
、
柵
を
壊
さ
ず
に
通
り
抜
け
、

い
お
ま
え
は
、
い
っ
た
い
何
者
な
の
だ
？

誘
惑
者
を
逆
に
誘
惑
し
、
痴
漢
を
自
虐
に
ま
み
れ
さ
せ
、

け
っ
し
て
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な

　
　
　
　
　
一
三
三
七
頁
一
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「
ぼ
く
」
が
こ
う
し
た
言
葉
を
実
際
に
吐
露
す
る
の
は
、
「
仮
面
」
の
行
為
か
ら
か
な
り
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
焦

り
を
示
す
言
葉
の
原
因
を
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
お
ま
え
」
を
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
と
い
う
「
ぼ
く
」
の
困
惑
は
、
「
仮
面
」
を
つ
け

て
行
動
し
て
い
た
時
か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
困
惑
は
、
妻
の
行
動
を
振
り
返
っ
て
文
章
に
記
す
よ
う
に
な
っ
て
も
継
続
し
て

い
る
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
小
説
世
界
に
起
こ
っ
た
出
来
事
の
発
端
に
戻
っ
て
そ
の
原
因
を
た
ど
ろ
う
。
「
ぼ
く
」
は
顔
一
面
に
火
傷
を
負
っ
た
の
が
原
因
で
、

「
お
ま
え
し
に
性
的
関
係
を
拒
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
き
ざ
す
。
そ
の
た
め
に
「
ぼ
く
」
は
、
二
人
の
夫
婦
関
係
を
危
ぶ
み
、
そ
の
危

機
を
回
避
す
る
べ
く
「
仮
面
劇
」
を
思
い
つ
く
。
す
な
わ
ち
、
「
表
情
」
の
機
能
を
回
復
し
た
う
え
で
「
表
情
」
豊
か
な
妻
を
誘
惑
し
、
素
顔

に
明
示
さ
れ
る
「
表
情
」
の
作
為
性
を
告
発
す
れ
ば
、
「
お
ま
え
」
も
「
ぼ
く
」
の
考
え
る
よ
う
な
夫
婦
の
心
の
絆
に
気
づ
い
て
、
二
人
は
再

び
強
く
結
ば
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。

　
だ
が
、
そ
の
「
仮
面
劇
」
は
η
ぼ
く
L
の
思
い
通
り
に
は
運
ば
な
い
。
「
ぼ
く
」
の
想
定
し
て
い
た
「
仮
面
劇
」
で
は
、
㍗
仮
面
L
を
つ
け
て

「
彼
し
に
な
り
す
ま
し
た
「
ぼ
く
」
と
妻
を
逢
引
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
妻
で
あ
る
「
お
ま
え
」
は
夫
で
あ
る
「
ぼ
く
」
に
負
い
目
を
感
じ

る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
う
ま
く
い
き
、
奏
が
「
表
情
」
の
作
為
性
に
対
し
て
も
負
い
目
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
、

「
ぼ
く
」
は
そ
れ
ま
で
の
夫
婦
の
日
常
生
活
を
回
復
で
き
る
は
ず
だ
と
も
く
ろ
ん
だ
。

　
し
か
し
、
「
仮
面
」
を
つ
け
た
「
彼
」
が
「
お
ま
え
」
を
誘
惑
し
、
「
彼
」
と
肉
体
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
も
、
「
お
ま
え
」
の
態
度
に

変
化
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
「
ぼ
く
」
は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
た
め
、
一
方
で
「
彼
」
と
し
て
「
お
ま
え
」
と
逢
引
を
重
ね
て

「
お
ま
え
」
を
駈
め
よ
う
と
し
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
は
「
ぼ
く
し
と
し
て
二
人
の
行
動
を
過
去
の
出
来
事
と
し
て
追
体
験
し
、
「
お
ま
え
」

を
自
分
な
り
に
解
釈
し
よ
う
と
試
み
る
。
そ
れ
は
、
二
人
の
間
の
亀
裂
が
一
体
ど
こ
か
ら
生
じ
て
い
る
の
か
を
探
ろ
う
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

そ
の
追
体
験
は
、
仮
面
の
行
為
の
起
点
で
あ
る
計
画
の
段
階
ま
で
遡
っ
て
、
仮
面
が
完
成
す
る
ま
で
の
「
ぼ
く
」
と
「
お
ま
え
」
と
の
関
係
一
黒

い
ノ
ー
ト
一
、
そ
し
て
ま
た
完
成
し
た
「
仮
面
」
一
「
彼
」
一
と
「
ぼ
く
」
と
の
関
係
一
白
い
ノ
ー
ト
一
と
い
う
と
こ
ろ
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
進
め

ら
れ
て
ゆ
く
。
と
こ
ろ
が
「
ぼ
く
」
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
、
二
人
の
関
係
の
亀
裂
は
始
め
か
ら
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ

ど
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
二
人
の
亀
裂
は
、
主
体
間
の
関
係
の
創
出
に
対
す
る
相
互
の
考
え
の

根
本
的
な
食
い
違
い
に
あ
っ
た
。
「
ぼ
く
」
は
そ
れ
に
次
第
に
気
づ
い
て
ゆ
く
。

　
こ
う
し
た
自
己
分
析
が
「
仮
面
劇
」
を
遂
行
す
る
現
在
の
時
間
に
近
づ
く
に
つ
れ
、
既
述
し
た
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の
焦
り
、
つ
ま
り
「
お
ま

114
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え
し
を
理
解
し
た
い
の
に
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
焦
燥
感
は
ま
す
ま
す
η
ぼ
く
し
の
意
識
を
埋
め
尽
く
す
よ
う
に
な
る
。
「
彼
」
と
の
不
倫

関
係
を
許
し
た
「
お
ま
え
し
を
「
た
だ
の
破
廉
恥
漢
だ
っ
た
の
さ
」
一
三
三
六
頁
一
と
解
釈
す
る
こ
と
で
自
分
を
正
当
化
す
る
の
に
、
途
端
に
「
ぼ

く
」
の
認
識
は
冷
徹
な
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
て
、
「
ひ
ん
や
り
と
し
た
、
お
の
の
き
が
、
歯
ぎ
し
り
を
封
じ
、
薄
笑
い
を
凍
り
っ
か
せ
て
し
ま
う
」

一
三
三
七
頁
一
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
も
は
や
自
分
一
人
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
「
ぼ
く
」
は
、
「
お
ま
え
」
と
の
生
活
、
仮
面
を

装
着
し
て
か
ら
の
行
動
、
そ
し
て
「
仮
面
劇
し
の
あ
い
だ
に
そ
れ
ま
で
の
一
年
を
ノ
ー
ト
に
書
い
て
い
た
事
実
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
告
白
す
る

こ
と
を
選
び
、
三
冊
の
ノ
ー
ト
が
修
正
さ
れ
、
手
紙
を
添
え
て
妻
の
手
に
渡
る
よ
う
準
備
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
時
点
に
お
い
て
、
「
お
ま
え
」

は
「
ぼ
く
し
が
誘
惑
し
、
解
釈
し
よ
う
と
し
た
対
象
か
ら
、
告
白
す
べ
き
相
手
、
す
な
わ
ち
読
み
手
の
「
お
ま
え
」
に
切
り
替
わ
っ
て
ゆ
く
。

　
し
か
し
、
「
お
ま
え
」
と
い
う
読
み
手
の
た
め
に
ノ
ー
ト
が
修
正
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
す
べ
て
の
行
為
は
、
「
お
ま
え

宛
て
の
手
紙
し
を
目
的
と
し
て
新
た
な
出
来
事
と
し
て
組
み
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
当
初
の
本
文
に
お
い
て
は
、
「
ぼ

く
」
と
「
お
ま
え
」
と
い
う
二
人
の
関
係
は
「
ぼ
く
」
の
現
実
逃
避
の
口
実
で
あ
り
、
観
念
上
の
「
お
ま
え
」
は
容
易
に
堕
落
さ
せ
る
こ
と
の

出
来
る
快
楽
の
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
「
お
ま
え
」
と
い
う
現
実
の
存
在
の
排
除
が
達
成
さ
れ
、
書
い
て
い
る
η
ぼ
く
し
と
読
ん
で
い

る
「
ぼ
く
」
と
の
自
己
完
結
に
よ
っ
て
、
現
実
逃
避
の
装
置
が
う
ま
く
機
能
し
て
た
。
し
か
し
、
そ
の
ノ
ー
ト
が
「
お
ま
え
宛
て
の
手
紙
」
に

連
結
さ
れ
る
時
点
で
、
そ
う
し
た
快
楽
の
追
求
は
、
実
は
「
ぼ
く
」
の
認
識
か
ら
逸
脱
し
つ
づ
け
る
「
お
ま
え
」
と
い
う
主
体
を
排
除
し
た
結

果
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
「
彼
」
の
妄
想
や
「
ぼ
く
」
の
空
想
を
抑
制
し
て
、
再
度
二
人
の
間
の
出
来
事
を
た
ど
る
必
要
性
が
生
じ
た

の
で
あ
る
。
「
事
を
荒
立
て
ま
い
と
思
え
ば
、
お
ま
え
に
も
一
緒
に
立
会
っ
て
も
ら
い
、
三
者
合
意
の
上
で
、
こ
の
三
角
関
係
を
精
算
す
る
以

外
に
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
一
三
四
二
頁
）
と
い
っ
た
「
ぼ
く
」
の
発
言
が
、
認
識
の
こ
う
し
た
変
化
の
表
れ
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
観

念
か
ら
現
実
の
「
お
ま
え
」
へ
と
変
化
し
た
「
ぼ
く
し
の
認
識
を
告
白
し
て
も
、
妻
は
返
答
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
や
は
り
、
ま
た
し
て
も
「
ぼ

く
」
の
認
識
を
逸
脱
し
て
ゆ
く
。

　
手
紙
の
中
の
「
お
ま
え
」
は
「
ぼ
く
」
の
仮
面
の
行
為
に
対
し
て
彼
女
な
り
の
認
識
を
示
し
、
こ
れ
は
私
に
対
す
る
い
た
わ
り
な
の
か
も
し

れ
な
い
と
考
え
」
一
三
六
二
頁
）
た
り
も
し
た
と
語
る
。
し
か
し
、
妻
に
は
㍗
素
顔
し
と
い
う
観
念
に
疎
外
さ
れ
る
と
い
う
認
識
は
ま
っ
た
く

な
か
っ
た
。
妻
に
と
っ
て
は
、
夫
婦
と
い
う
絆
も
あ
く
ま
で
他
人
の
関
係
で
あ
り
、
相
互
の
行
為
を
認
識
す
る
媒
体
は
常
に
存
在
し
、
そ
の
媒

体
を
経
過
す
る
過
程
を
「
仮
面
の
行
為
」
と
す
る
な
ら
、
「
仮
面
の
行
為
」
は
夫
婦
の
日
々
の
生
活
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
素
顔
」
に
対
立
す
る
「
仮

面
」
な
ど
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
「
ノ
i
ト
」
を
と
お
し
た
一
連
の
行
為
の
告
白
か
ら
彼
女
が
読
み
取
れ
た
こ
と
は
、
「
ぼ
く
し
を

113
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い
た
わ
っ
て
く
れ
な
い
と
い
う
、
彼
女
に
対
す
る
中
傷
で
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
㍗
ぼ
く
L
の
強
引
な
接
し
方
に
拒
否
の
姿
勢
を

取
り
沈
黙
を
通
し
て
き
た
彼
女
が
、
こ
こ
に
き
て
初
め
て
「
ぼ
く
」
の
認
識
に
言
葉
で
も
っ
て
介
入
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
「
お
ま
え
」
と
い
う
読
み
手
の
文
章
が
「
ぼ
く
」
の
文
章
に
入
り
込
む
こ
と
で
、
「
ぼ
く
」
が
η
あ
な
た
L
と
い
う
人
物
に
さ

・
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
読
み
手
と
書
き
手
の
転
換
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
も
重
な
る
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
お
ま
え
」
が
「
ぼ
く
」
を
「
あ

な
た
」
と
二
人
称
で
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ぼ
く
」
の
文
章
世
界
に
構
築
さ
れ
て
き
た
虚
像
一
「
ぼ
く
」
と
い
う
人
格
と
「
彼
」
と
い
う
人
格
一

が
浮
き
彫
り
に
な
り
、
「
お
ま
え
」
が
書
き
手
に
転
換
す
る
こ
と
で
、
ノ
ー
ト
に
何
度
も
登
場
し
て
き
た
「
ぼ
く
」
に
よ
る
「
お
ま
え
」
と
い

う
呼
び
掛
け
も
み
せ
か
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
ぼ
く
」
と
い
う
書
き
手
が
自
分
自
身
を

記
述
す
る
た
め
に
使
用
し
、
「
ぼ
く
」
と
考
え
て
い
た
対
象
は
、
「
覆
面
」
の
「
ぼ
く
し
と
い
う
人
格
で
あ
り
、
㍗
お
ま
え
」
が
「
あ
な
た
」
と

呼
ん
で
い
る
の
は
、
妻
に
宛
て
て
三
扮
の
ノ
ー
ト
と
手
紙
を
書
い
た
「
素
顔
」
の
㍗
ぼ
く
L
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
「
ぼ
く
」
の
人
格
は
、
す
で
に
分
裂
し
て
い
た
別
人
格
の
「
彼
」
や
虚
像
の
「
お
ま
え
」
と
同
じ
立
場
に
し
か
存
在
し
な
い
こ
と
を
認

識
さ
せ
ら
れ
る
。
「
ぼ
く
」
は
、
「
仮
面
」
を
つ
け
た
り
、
ノ
i
ト
を
書
い
た
り
し
た
と
こ
ろ
で
「
何
一
つ
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
」
一
三

六
四
頁
）
と
「
お
ま
え
」
に
一
蹴
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
妻
の
指
摘
の
あ
と
、
「
ぼ
く
し
は
反
転
さ
せ
た
「
灰
色
の
ノ
ー
ト
」
に
手
記
を
書
き
綴
り
、
こ
こ
ろ
お
き
な
く
「
お
ま
え
」
へ
の

・
不
満
を
実
感
す
る
。
そ
れ
は
、
手
紙
に
よ
っ
て
絶
縁
を
言
い
渡
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
が
、
「
お
ま
え
し
を
、
心
の
絆
で
結
ば
れ
た
人
物
か
ら
、
彼

を
疎
外
す
る
憎
む
べ
き
人
間
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
心
的
な
解
放
を
経
て
、
「
ぼ
く
」
は
、
「
よ
ろ

し
い
、
ぼ
く
は
も
う
一
度
だ
け
、
運
よ
く
生
き
の
ぴ
た
仮
面
に
、
機
会
を
与
え
て
や
る
こ
と
に
し
よ
う
し
一
三
八
三
頁
一
と
言
っ
て
、
捨
て
る

は
ず
だ
っ
た
「
仮
面
」
を
あ
ら
た
め
て
つ
け
直
し
、
「
野
獣
の
よ
う
な
」
顔
を
自
分
の
顔
と
し
て
受
け
入
れ
る
模
様
を
、
注
記
も
必
要
と
せ
ず
、

よ
ど
み
な
い
調
子
で
記
録
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
ノ
ー
ト
の
反
転
は
、
「
お
ま
え
」
に
よ
る
決
別
の
宣
言
が
、
裏
返
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
の
手
紙
に
記
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
「
素
顔
」

の
「
ぼ
く
」
が
、
「
覆
面
」
の
「
ぼ
く
」
と
決
別
す
る
意
図
を
表
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
言
う
の
も
、
こ
の
反
転
の
行
為
が
、
「
ぼ

く
」
そ
し
て
「
お
ま
え
」
と
い
う
読
み
手
を
対
象
化
す
る
、
書
き
手
の
「
ぼ
く
」
の
意
識
的
な
作
業
で
あ
り
、
「
素
顔
」
の
「
ぼ
く
」
が
、
「
ぼ

く
」
と
い
う
人
物
の
自
己
と
し
て
全
面
に
登
場
す
る
こ
と
の
表
明
で
あ
っ
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
考
察
し
て
く
る
と
き
、
「
お
ま
え
」
の
他
者
性
は
、
読
み
手
と
し
て
の
彼
女
の
文
章
が
㍗
ぼ
く
し
の
文
章
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

ユ12
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て
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
お
ま
え
」
が
む
り
や
り
肉
体
関
係
を
求
め
る
夫
を
拒
否
し
た
り
、
同
居
の
理
由
を
あ
え
て
詰
問
さ
れ
て

沈
黙
を
通
し
て
い
る
と
き
、
そ
う
し
た
行
為
は
、
逆
に
「
ぼ
く
」
に
都
合
の
良
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
「
あ
の
事
故
が
あ
っ

て
以
来
、
ぼ
く
た
ち
は
、
ず
っ
と
関
係
を
絶
っ
た
ま
ま
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
ぼ
く
」
は
二
人
が
疎
遠
に
な
っ
た
原
因
を
顔
の
火
傷
に
求
め

て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
は
ど
こ
に
も
存
在
せ
ず
た
だ
事
件
の
発
端
で
あ
っ
た
と
言
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
、
「
ぼ
く
は
顔
を
失
う
以
前
か
ら
一
中

略
一
お
ま
え
に
対
し
て
、
ひ
そ
か
に
嫉
妬
の
芽
を
は
ぐ
く
み
育
て
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
気
づ
い
て
い
な
が
ら
、
「
仮
面
」
を
つ
け

た
と
き
、
あ
る
い
は
「
ノ
ー
ト
」
を
書
く
と
き
、
「
お
ま
え
」
の
夫
は
「
ぼ
く
し
と
い
う
人
格
を
造
り
上
げ
て
嫉
妬
の
欲
望
に
抵
抗
す
る
素
振

り
を
見
せ
る
こ
と
で
自
分
を
慰
め
る
こ
と
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
妻
の
手
紙
の
場
合
は
、
あ
く
ま
で
冒
頭
の
「
お
ま
え
宛
て
の
手
紙
」
が
求
め
た
依
頼
に
対
す
る
返
事
に
終
始
し
て
い
る
。
そ

れ
は
返
事
の
手
紙
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ぼ
く
L
に
理
解
で
き
た
最
初
で
最
後
の
「
お
ま
え
」
の
こ
の
表
現

行
為
こ
そ
が
「
ぼ
く
」
と
「
お
ま
え
」
の
訣
別
を
決
定
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
つ
ま
り
、
夫
婦
の
間
に
媒
体
を
介
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、

す
な
わ
ち
そ
れ
は
相
互
に
主
体
と
客
体
の
入
れ
替
え
可
能
な
関
係
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
が
二
人
の
別
離
の
原
因
と
な
っ
た
。
夫
婦
は
、
家

族
と
い
う
社
会
構
造
の
最
小
単
位
と
し
て
機
能
し
、
精
神
的
な
支
え
と
な
る
何
か
を
共
有
し
て
い
る
可
能
性
は
存
在
す
る
。
こ
の
作
品
に
お
い

て
は
、
そ
の
前
提
が
、
一
方
で
暗
黙
の
了
解
と
さ
れ
、
ま
た
一
方
で
は
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
妻
は
後
者
で
あ
り
、
彼
女
に
と
っ
て

は
「
ぼ
く
」
の
内
面
に
作
り
上
げ
ら
れ
、
内
面
に
と
ど
ま
っ
て
消
滅
す
る
だ
け
の
「
他
者
」
な
る
も
の
は
、
決
し
て
他
者
性
を
帯
び
る
こ
と
の

な
い
便
利
な
像
に
す
ぎ
な
い
。
「
ぼ
く
」
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
対
応
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
、
ノ
ー
ト
あ
る
い
は
手
紙
と
い
う
形
態
と
、
人
物
の
行
動
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
ゆ
く
に
し
て
も
、
最
初
に
問
題
提
起
し

た
文
章
構
成
の
形
態
と
「
失
腺
」
と
い
う
テ
ー
マ
と
の
関
係
の
問
題
が
、
ま
だ
手
っ
か
ず
の
ま
ま
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
の
行
為
を
否
定
し
た
「
お

ま
え
」
が
な
ぜ
「
失
腺
」
さ
せ
ら
れ
る
の
か
、
「
ぼ
く
し
に
対
す
る
「
お
ま
え
」
の
焦
り
に
注
目
し
て
次
節
で
考
察
を
試
み
ょ
う
と
思
う
。

ユ1ユ

五
　
「
お
ま
え
」
の
焦
り

　
三
冊
の
ノ
i
ト
を
読
み
終
え
た
「
お
ま
え
」
は
、
家
に
戻
ら
な
か
っ
た
。
彼
女
を
ず
っ
と
待
ち
つ
づ
け
て
い
る
「
ぼ
く
し
は
、
異
変
に
気
づ

き
隠
れ
家
だ
っ
た
ア
パ
ー
ト
に
引
き
返
す
。
そ
し
て
「
お
ま
え
」
の
手
紙
を
読
む
。
そ
れ
か
ら
、
自
分
の
た
め
に
ノ
i
ト
を
書
く
。
家
に
戻
ら



な
い
と
い
う
手
紙
の
内
容
か
ら
彼
女
が
「
失
昧
し
し
た
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

　
彼
女
が
「
失
除
」
す
る
ま
で
の
経
緯
を
知
る
手
掛
か
り
は
「
妻
の
手
紙
」
し
か
な
い
。
手
紙
の
申
で
彼
女
は
「
ぼ
く
し

象
を
書
き
記
し
て
い
る
。

の
文
章
に
対
す
る
印

　
そ
れ
に
し
て
も
、
恐
ろ
し
い
告
白
で
し
た
。
ど
こ
も
悪
く
な
い
の
に
、
む
り
や
り
手
術
台
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
用
途
も

や
や
こ
し
い
形
を
し
た
、
何
百
種
類
も
の
メ
ス
や
銃
で
、
と
こ
ろ
か
ま
わ
ず
切
り
刻
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
思
い
で
し
た
。

使
照
法
も
分
か
ら
な
い
よ
う
な
、

　
　
　
　
　
　
（
三
六
五
百
ハ
）
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「
お
ま
え
」
の
存
在
を
む
き
に
な
っ
て
掌
握
し
よ
う
と
し
た
η
ぼ
く
L
の
行
為
は
、
「
お
ま
え
」
に
と
っ
て
身
を
切
り
刻
ま
れ
る
苦
痛
で
し
か

な
か
っ
た
。
「
ぼ
く
」
は
「
お
ま
え
」
と
の
間
に
出
来
事
が
起
こ
る
た
び
に
、
そ
れ
に
対
し
て
に
幾
種
類
も
の
解
釈
を
与
え
、
自
間
自
答
で
反

甥
し
妄
想
を
描
き
出
し
て
は
そ
の
虚
構
の
う
ち
な
る
行
動
の
責
任
を
現
実
の
「
お
ま
え
し
に
と
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
「
お
ま
え
」
は
「
ぼ

く
」
が
必
死
に
「
お
ま
え
」
を
破
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
し
か
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
断
片
化
し
た
日
記
や
追
記
の
文
章
が
、
当
初
の
本
文
を
断
続
的
に
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
、
も
は
や
抑
制
す
る
こ
と

の
不
可
能
と
な
っ
た
「
ぼ
く
」
の
欲
望
、
す
な
わ
ち
「
お
ま
え
」
を
堕
落
さ
せ
た
い
と
い
う
願
望
を
「
お
ま
え
」
に
あ
か
ら
さ
ま
に
投
げ
っ
け

た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
欲
望
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
「
お
ま
え
」
に
恐
怖
を
覚
え
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
妻
に
と
っ
て
の
み
堪
え
が
た
か
っ

た
け
れ
ど
も
、
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
は
夫
婦
と
い
う
親
し
い
聞
柄
の
遊
戯
、
す
な
わ
ち
「
仮
面
劇
し
だ
と
い
う
自
然
な
態
度
を
と
ら
せ
て
き
た

わ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
格
差
は
手
紙
の
や
り
と
り
を
通
し
て
双
方
に
伝
達
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
二
人
の
文
章
に
は
、
た
と
え
ば
「
仮
面
」
と
い
う
語
を
と
っ
て
み
て
も
、
そ
こ
に
解
釈
の
決
定
的
な
相
違
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
ぼ
く
し
は
「
仮
面
」
と
い
う
語
の
背
景
に
共
同
体
に
お
け
る
儀
式
の
存
在
を
思
い
浮
か
べ
、
「
仮
面
」
を
か
ぶ
る
「
ぼ
く
」
は
「
完
全
な
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

団
に
、
自
分
の
名
前
を
い
け
に
え
〈
傍
点
著
者
〉
と
し
て
捧
げ
」
一
二
六
六
頁
一
、
素
顔
の
個
別
性
を
犯
す
匿
名
の
集
団
の
一
員
で
あ
り
、
「
仮
面
し

は
共
同
体
の
象
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
お
ま
え
」
は
「
仮
面
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、
じ
つ
は
素
顔
で
、
素
顔
だ
と
思
っ
て
い
た
も
の
が
、

実
は
仮
面
」
一
三
六
三
頁
一
だ
と
言
っ
て
の
け
る
。
こ
れ
は
、
「
お
ま
え
し
に
と
っ
て
は
「
仮
面
」
が
表
情
を
示
す
表
現
の
場
で
あ
り
表
現
行
為

そ
の
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
個
人
の
「
顔
」
と
同
義
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
仮
面
」
と
い
う
語
一
つ
取
っ
て
み
て
も
明

確
と
な
っ
て
い
る
、
言
語
を
介
す
る
関
係
の
共
通
項
の
不
在
へ
の
や
る
せ
な
さ
は
、
「
お
ま
え
」
に
焦
り
を
募
ら
せ
る
。
ま
た
、
「
わ
れ
わ
れ
」

！10
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と
い
う
肥
大
化
し
た
自
己
意
識
に
他
人
を
閉
じ
込
め
て
い
た
「
ぼ
く
し
と
い
う
夫
に
向
か
っ
て
丁
寧
な
説
明
を
試
み
た
と
し
て
も
、
「
お
ま
え
」

の
文
章
は
「
ぼ
く
し
の
自
己
意
識
の
体
系
に
い
い
よ
う
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
だ
け
だ
っ
た
。
実
際
、
手
紙
は
「
ぼ
く
」
の
ノ
ー
ト
の
形
態

へ
と
変
形
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
「
ぼ
く
」
が
一
方
で
、
気
軽
に
「
お
ま
え
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
第
一
号
の
他
人
し
一
二
〇
八
頁
一
と
書
い
て
お
き

な
が
ら
、
「
ぼ
く
」
に
「
他
人
し
の
関
係
を
強
要
す
る
者
へ
の
敵
意
は
お
だ
や
か
な
も
の
で
は
な
い
。

　
な
に
ぶ
ん
、
隣
人
と
、
敵
と
が
、
も
は
や
昔
の
よ
う
に
は
、
誰
の
昌
に
も
容
易
に
見
分
け
が
つ
く
は
っ
き
り
と
し
た
境
界
線
で
区
別
さ
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
の
が
、
現
代
で
あ
る
。
電
車
に
乗
れ
ば
、
隣
人
よ
り
も
身
近
に
、
無
数
の
敵
が
ぴ
っ
た
り
と
身
を
よ
せ
て
く
る
。
郵
便
物
に
化
け
て
、
家
の
申
ま
で

入
り
こ
ん
で
く
る
敵
も
い
れ
ば
、
電
波
に
化
け
て
、
細
胞
の
中
に
ま
で
浸
透
を
は
か
る
、
防
ぎ
よ
う
の
な
い
敵
も
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
六
頁
一

　
「
ぼ
く
」
の
言
語
体
系
で
は
、
「
隣
人
」
に
対
立
す
る
㍗
敵
L
が
、
と
ど
の
っ
ま
り
「
他
人
」
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
は
「
隣
人
」
と
い
う
同
胞

意
識
に
親
し
さ
を
感
じ
る
一
人
の
㍗
隣
人
L
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ぼ
く
」
は
、
家
族
と
い
う
連
帯
ま
で
を
も
、
そ
の
内
部
を
個
々
の
主
体
の

関
係
に
よ
っ
て
築
か
せ
て
い
る
現
代
の
状
況
を
是
認
せ
ず
、
自
己
意
識
の
共
有
、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
「
ぼ
く
」
の
肥
大
化
し
た

共
同
体
感
覚
を
秩
序
の
根
本
に
据
え
、
都
市
化
さ
れ
た
人
間
関
係
を
極
力
排
除
し
よ
う
と
す
る
「
隣
人
」
の
世
界
の
住
人
に
あ
く
ま
で
と
ど
ま

ろ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
妻
は
「
ぼ
く
」
か
ら
「
他
人
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
時
点
で
、
す
で
に
㍗
敵
」

の
一
人
に
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
η
お
ま
え
」
に
と
っ
て
は
、
「
ぼ
く
」
も
「
現
代
」
の
都
市
生
活
者
の
一
人
で
あ
り
、

ま
さ
し
く
「
他
人
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
夫
婦
の
関
係
は
、
決
し
て
暗
黙
に
連
帯
性
が
了
解
さ
れ
た
関
係
な
ど
で
は
な
く
、
す
で
に
「
他
人
」

の
関
係
に
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
三
冊
の
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
「
お
ま
え
」
の
日
常
を
破
壊
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
「
ぼ
く
」

は
、
彼
女
に
と
っ
て
も
は
や
耐
え
難
い
存
在
で
あ
り
「
う
か
う
か
し
て
い
る
と
、
あ
な
た
一
「
ぼ
く
」
の
こ
と
一
が
こ
こ
に
引
返
し
て
来
そ
う
で
、

恐
ろ
し
い
。
本
当
に
恐
ろ
し
い
の
で
す
L
一
三
六
五
頁
一
と
「
お
ま
え
し
を
怯
え
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
「
お
ま
え
し
は
「
ぼ
く
」
の
も
と
を
離
れ

行
方
を
く
ら
ま
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
「
お
ま
え
」
は
「
ぼ
く
」
の
も
と
を
去
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
「
ぼ
く
」
は
「
お
ま
え
」
を
「
失
綜
」
し
た
と
記
し
て
い

る
。
し
か
し
、
家
を
出
た
本
人
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
あ
る
い
は
家
に
戻
る
必
然
性
を
失
っ
て
家
を
離
れ
た
だ
け
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
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れ
ば
、
本
人
に
は
、
自
分
は
失
瞭
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
自
分
は
蒸
発
し
て
い
る
と
い
う
認
識
は
成
立
し
て
は
い
ま
い
。

　
つ
ま
り
、
「
失
除
」
と
は
、
後
に
残
さ
れ
た
者
が
そ
の
原
因
も
ま
た
そ
の
行
方
も
た
ど
る
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
を
定
義
づ
け
る
包
括
的
概

念
だ
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
み
ず
か
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
離
れ
て
い
っ
た
者
は
、
死
者
と
し
て
扱
う
よ
う
な
場
合
と
は
異
な
り
、

離
れ
ら
れ
た
者
か
ら
す
れ
ば
、
ど
こ
か
に
必
ず
存
在
す
る
と
い
う
意
識
が
き
ざ
す
こ
と
で
、
内
面
に
不
安
定
な
要
素
が
入
り
込
む
。
そ
し
て
、

安
定
し
た
情
緒
を
維
持
で
き
な
い
「
ぼ
く
」
は
、
怒
り
に
自
己
を
集
中
さ
せ
、
「
お
ま
え
」
を
、
そ
し
て
㍗
他
人
」
を
憎
む
「
仮
面
」
の
男
に

な
る
。

　
作
品
世
界
に
お
い
て
、
確
か
に
「
ぼ
く
」
は
「
妻
の
手
紙
」
に
よ
っ
て
行
動
を
一
転
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
お
ま
え
」
の
論
理
が
、

「
ぼ
く
」
の
「
仮
面
」
の
論
理
を
論
破
し
た
せ
い
で
は
な
く
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
絶
え
ず
媒
体
を
必
要
と
す
る
人
問
関
係
を
模
索
す

る
「
お
ま
え
」
に
と
っ
て
、
も
は
や
η
ぼ
く
L
と
の
関
係
を
維
持
す
る
余
地
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
の
か
。
妻
を

「
失
瞭
」
に
駆
り
立
て
た
も
の
は
、
「
仮
面
し
を
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
共
同
体
感
覚
の
場
を
媒
介
す
る
遺
具
と
し
て
と
ら
え
、
「
仮
面
劇
」
に

よ
っ
て
「
現
代
」
の
日
常
生
活
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
し
た
夫
と
、
「
仮
面
劇
」
を
日
常
一
「
他
人
の
世
界
」
一
の
行
為
そ
の
も
の
と
し
て
考
え
て

い
た
妻
と
の
意
識
の
ず
れ
が
決
定
的
で
あ
っ
た
せ
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
表
情
と
し
て
日
常
化
さ
れ
た
仮
面
の
行
為
を
認
め
ま
い

と
す
る
か
ら
こ
そ
、
η
ぼ
く
L
は
現
実
を
偽
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
場
を
選
ん
だ
。
そ
し
て
「
お
ま
え
」
の
手
に
渡
る
段

階
に
な
っ
て
、
η
ノ
ー
ト
L
は
「
ぼ
く
し
の
快
楽
の
限
界
に
い
た
り
、
こ
う
し
て
「
ぼ
く
し
は
現
実
の
世
界
に
つ
ま
ず
く
の
で
あ
る
。

　
追
想
行
為
か
ら
、
行
動
す
る
時
間
の
「
ぼ
く
」
に
到
達
し
て
し
ま
っ
た
「
ノ
ー
ト
し
は
、
「
ぼ
く
し
に
と
っ
て
も
は
や
そ
の
存
在
意
義
を
持

ち
得
な
い
。
「
お
ま
え
」
に
す
べ
て
を
告
白
し
て
し
ま
っ
た
以
上
、
㍗
ぼ
く
L
に
は
も
は
や
い
う
べ
き
こ
と
は
な
い
。
そ
の
一
方
で
「
仮
面
」
は
、

痴
漢
と
し
て
法
に
罰
せ
ら
れ
、
社
会
の
一
員
と
し
て
認
知
さ
れ
る
為
の
不
可
欠
の
道
具
に
選
ば
れ
る
。
「
ぼ
く
」
は
、
「
現
代
」
に
お
け
る
「
他

人
」
の
人
間
関
係
を
模
索
は
ず
る
の
だ
が
、
結
局
は
、
法
の
秩
序
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
罪
と
い
う
社
会
の
烙
印
を
押
さ
れ
る
こ
と
で
し
か
、

自
己
の
存
在
を
証
明
し
う
る
方
法
を
考
え
つ
か
な
か
っ
た
。

　
「
失
跨
」
は
事
故
で
は
な
く
、
自
分
で
選
ん
だ
行
為
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「
ぼ
く
」
も
ま
た
失
嫁
し
か
か
っ
て
い
る
の
に
、
「
ぼ
く
し

は
そ
れ
を
認
め
ぬ
ま
ま
「
仮
面
」
の
行
為
を
続
け
、
さ
ら
に
卑
小
な
存
在
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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『
他
人
の
顔
蜴
は
、
「
手
紙
」
、
「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
形
態
を
巧
み
に
利
用
し
、
出
来
事
の
展
開
と
交
錯
す
る
よ
う
仕
組
ま
れ
構
成
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
こ
の
作
晶
は
、
展
開
さ
れ
る
出
来
事
と
、
文
章
の
綴
り
方
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
書
き
手
の
困
惑
と
遼
巡
、
さ
ら
に
は
㍗
仮
面
L

と
い
う
語
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
同
一
語
に
対
す
る
複
数
の
認
識
の
混
在
な
ど
が
、
「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
自
己
完
結
し
た
場
で
結
び
つ
け
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
「
ノ
ー
ト
」
は
、
客
体
に
届
か
な
け
れ
ば
存
在
し
得
な
い
「
手
紙
」
と
い
う
媒
体
に
よ
っ
て
そ
の
自
己
完
結
性
を
問

わ
れ
、
「
ぼ
く
」
の
自
己
そ
の
も
の
が
解
体
さ
れ
る
た
め
の
大
き
な
仕
掛
け
で
も
あ
っ
た
。
公
房
は
、
作
品
全
体
を
こ
の
よ
う
な
仕
掛
け
で
満

た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
編
と
い
う
散
文
形
式
を
見
事
に
利
用
し
た
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　
作
晶
世
界
に
お
い
て
、
出
来
事
は
η
顔
L
を
通
し
て
展
開
さ
れ
る
が
、
や
が
て
内
省
を
経
た
行
為
、
す
な
わ
ち
言
語
の
段
階
へ
と
推
移
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
内
省
の
行
為
が
媒
体
の
内
包
す
る
間
題
を
提
示
す
る
。
つ
ま
り
、
相
互
伝
達
さ
れ
る
べ
き
媒
体
が
一
つ
の
主
体
に
と
ど
ま
り
、

そ
こ
に
自
己
完
結
的
な
場
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
内
に
疑
似
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
す
る
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
書

く
行
為
は
、
そ
こ
に
読
む
行
為
を
含
ん
で
い
る
た
め
に
、
読
み
手
を
客
体
か
ら
主
体
に
す
り
替
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
ま
た
書
く
行
為
に

限
ら
ず
、
㍗
ぼ
く
L
の
よ
う
に
、
内
面
に
不
毛
な
共
同
体
を
ね
つ
造
し
て
で
も
従
来
の
夫
婦
、
共
同
体
の
感
覚
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も

で
き
る
。

　
公
房
は
、
存
在
性
の
内
に
潜
む
く
他
者
V
に
形
を
与
え
て
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
媒
体
と
し
て
「
他
人
」
と
の
関
係
の
内
部
に
機
能
さ
せ
た
。

そ
し
て
そ
の
媒
体
は
、
都
市
と
い
う
、
共
同
体
感
覚
の
基
盤
を
な
し
崩
し
に
す
る
辺
境
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
ぼ
く
」

の
抱
い
た
よ
う
な
共
同
体
の
感
覚
は
、
都
市
の
現
実
に
お
い
て
、
自
己
疎
外
の
元
凶
に
ほ
か
な
ら
ず
、
「
隣
人
」
が
、
都
市
と
い
う
「
他
人
し

の
空
聞
に
お
い
て
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
㍗
隣
人
」
は
、
そ
の
こ
と
に
自
覚
で
き
ず
、

「
失
瞭
前
駆
」
者
と
し
て
の
「
焦
燥
感
」
に
苛
ま
れ
て
い
た
。
要
す
る
に
公
房
は
、
人
聞
関
係
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
疑
間
を
、
都
市
と
い
う

空
間
に
お
い
て
描
き
出
し
、
都
市
化
に
よ
る
生
活
形
態
の
変
化
が
、
主
体
間
の
関
係
の
創
出
の
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
あ
か
ら
さ
ま
に

問
う
て
い
た
。

　
こ
の
作
品
の
試
み
は
、
つ
ま
り
、
分
断
さ
れ
統
一
を
自
ら
拒
む
三
冊
の
ノ
i
ト
に
よ
っ
て
、
自
己
完
結
に
甘
ん
じ
た
共
同
体
意
識
の
破
綻
を
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明
示
し
、
し
か
し
な
が
ら
、
媒
体
を
必
須
と
す
る
主
体
間
の
関
係
が
不
安
定
に
し
か
維
持
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
、

況
を
描
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
現
代
」
の
過
渡
的
な
状

32ユ
一
4
一

一
5
一

一
6
一

一
7
一

「
私
の
文
学
を
語
る
」
秋
山
駿
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
一
「
三
田
文
学
」
昭
和
四
十
三
年
三
月
号
一

「
モ
ス
ク
ワ
と
ニ
ュ
i
ヨ
i
ク
し
一
「
東
京
新
聞
」
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
二
十
六
、
七
日
一

小
松
左
京
「
仮
面
化
反
応
論
－
門
他
人
の
顔
』
が
は
ら
む
未
来
」
一
「
日
本
読
書
新
聞
」
昭
和
三
十
九
年
十
月
十
九
日
一
、
花
田
清
輝
「
肉
附
き
の
面
し
一
「
放

送
朝
日
」
昭
和
四
十
年
一
月
号
一
、
福
島
　
章
「
『
他
人
の
顔
』
に
つ
い
て
の
散
文
的
メ
モ
」
一
「
ユ
リ
イ
カ
」
　
昭
和
五
十
一
年
三
月
号
一
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・

カ
ー
リ
ー
著
・
安
西
徹
雄
訳
『
疎
外
の
構
図
－
安
部
公
房
・
ベ
ケ
ッ
ト
・
カ
フ
カ
の
小
説
』
新
潮
社
　
昭
和
五
十
年
六
月
、
等

岡
庭
　
昇
「
仮
繭
の
意
味
門
砂
の
女
』
と
門
他
人
の
顔
』
」
一
「
現
代
批
評
」
昭
和
五
十
三
隼
夏
創
刊
号
一
、
平
野
栄
久
「
仮
面
の
罪
－
安
部
公
房
『
他
人
の

顔
』
に
お
け
る
作
家
主
体
と
作
品
世
界
」
一
「
新
日
本
文
学
し
昭
和
四
十
一
年
八
月
号
一
、
等

武
石
保
志
「
『
他
人
の
顔
』
試
論
－
〈
書
く
v
こ
と
と
〈
読
む
〉
こ
と
を
と
お
し
て
の
「
他
人
」
－
L
一
法
政
大
学
「
日
本
文
学
論
叢
」
昭
和
五
十
七
年
三

肩
刊
一

「
チ
チ
ン
デ
ラ
ヤ
パ
ナ
」
一
㍗
文
学
界
L
贈
和
三
十
五
年
九
月
号
一
、
門
砂
の
女
』
一
新
潮
杜
　
昭
和
三
十
七
年
六
月
一
、
「
池
人
の
顔
」
一
「
群
像
」
昭
和
三
十
九

年
一
月
号
一
、
『
他
人
の
顔
』
一
講
談
社
昭
和
三
十
九
年
九
月
一
、
「
カ
ー
ブ
の
向
う
」
一
「
申
央
公
論
」
昭
和
四
十
一
年
一
月
号
一
、
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
一
新

潮
社
　
昭
和
四
十
二
年
九
月
一

「
五
月
二
十
六
日
」
か
ら
「
三
臼
」
二
六
四
頁
一
た
ち
、
そ
の
「
翌
臼
」
二
七
五
頁
一
、
そ
の
翌
日
一
「
目
を
覚
ま
す
と
、
も
う
十
時
も
か
な
り
ま
わ
っ

て
お
り
し
「
一
九
四
頁
」
一
、
そ
の
「
翌
日
」
一
二
八
二
頁
一
、
そ
の
翌
朝
一
三
二
二
頁
一
、
そ
し
て
同
日
の
「
晩
し
一
三
四
一
頁
一
、
と
日
付
を
足
し
て
い
く
と
、

「
六
月
二
日
」
に
あ
た
る
。
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