
書

評

稲
葉
有
祐
著

『
宝
井
其
角
と
都
会
派
俳
諧
』

永

田

英

理

「
其
角
は
難
し
い
か
ら
…
…
。」

其
角
に
対
す
る
こ
う
し
た
反
応
は
、
昔
か
ら

ず
っ
と
変
わ
っ
て
い
な
い
。
だ
が
芭
蕉
と
同
年
代

で
あ
り
、
作
風
こ
そ
違
え
ど
も
、
最
古
参
の
弟
子

で
あ
っ
た
其
角
を
研
究
す
る
重
要
性
に
つ
い
て

は
、
誰
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
近
年
、
そ

ん
な
其
角
研
究
も
活
性
化
し
つ
つ
あ
る
と
実
感
し

て
い
る
が
、
大
名
か
ら
歌
舞
伎
役
者
に
至
る
ま
で

幅
広
い
交
友
関
係
を
も
ち
、
日
中
・
古
今
の
文
芸

を
縦
横
自
在
に
扱
う
其
角
の
俳
諧
を
研
究
対
象
と

す
る
の
は
、
や
は
り
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。

稲
葉
有
祐
氏
は
、
こ
の
た
び
其
角
研
究
の
成
果

を
六
〇
〇
頁
以
上
の
大
著
と
し
て
ま
と
め
ら
れ

た
。
本
書
に
は
、
文
学
史
に
お
け
る
其
角
俳
諧
の

位
置
づ
け
に
挑
む
意
欲
的
な
試
み
と
（
そ
の
視
野

は
明
治
期
に
ま
で
及
ぶ
）、
地
道
な
資
料
調
査
に

よ
っ
て
導
か
れ
た
俳
諧
文
化
の
新
し
い
局
面
が
示

さ
れ
て
い
る
。
自
ら
の
研
究
を
俳
諧
史
や
江
戸
の

文
化
史
に
お
い
て
ど
う
位
置
づ
け
て
ゆ
く
の
か
、

と
い
う
視
点
を
常
に
持
ち
続
け
て
い
る
姿
勢
に

は
、
同
年
代
の
研
究
者
と
し
て
お
お
い
に
刺
激
を

受
け
た
。

本
書
は
、「
其
角
流
俳
諧
の
本
質
的
理
解
な
く

し
て
は
、
江
戸
文
芸
史
・
文
化
史
に
大
き
な
欠
落

を
生
み
出
し
か
ね
ず
、
こ
れ
を
総
合
的
に
考
察
す

る
意
義
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
」（
は
じ
め
に
）

と
し
て
、
其
角
と
都
会
派
俳
諧
に
つ
い
て
、

第
一
部
「
其
角
俳
諧
の
方
法
―
〈
唱
和
〉
の
潮

流
を
め
ぐ
っ
て
―
」

ふ
ぞ
く

第
二
部
「
点
印
付
嘱
の
意
義
―
俳
人
達
の
ス
テ

イ
タ
ス
―
」

第
三
部
「
都
会
派
俳
諧
の
諸
相
」

の
三
部
に
分
か
ち
、
俳
諧
の
〈
唱
和
〉
と
い
う
句

作
法
、
其
角
系
の
点
印
付
嘱
に
み
る
師
系
伝
承
の

制
度
、
江
戸
を
中
心
と
し
た
社
会
背
景
・
文
化
的

事
象
と
の
関
わ
り
、
と
い
う
三
つ
の
側
面
か
ら
考

究
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。＊

第
一
部
「
其
角
俳
諧
の
方
法
―
〈
唱
和
〉
の
潮

流
を
め
ぐ
っ
て
―
」
で
は
、
新
た
に
〈
唱
和
〉
と

い
う
視
座
を
設
け
て
、
蕉
門
の
形
成
・
展
開
、
さ

ら
に
其
角
の
流
れ
を
汲
む
都
会
派
俳
諧
へ
と
連
な

る
史
的
展
開
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
る
。
第
一
章

「
憧
憬
と
し
て
の
追
和
」
で
は
、
芭
蕉
ら
の
漢
詩

文
調
の
革
新
性
は
、
表
現
や
理
念
に
の
み
留
ま
ら

ず
、「
方
法
」
の
面
に
お
い
て
も
実
践
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
論
証
。
詩
文
が
熱
狂
的
に
応
酬
さ
れ
た

延
宝
・
天
和
の
時
代
思
潮
を
背
景
に
、
芭
蕉
・
其

角
は
漢
詩
作
法
に
お
け
る
「
和
韻
」「
追
和
」
を

俳
諧
に
応
用
し
た
、〈
唱
和
〉と
い
う
方
法
を
確
立

し
た
と
説
く
。
俳
諧
自
体
が
唱
和
性
を
持
つ
文
芸

で
あ
る
と
断
っ
た
う
え
で
、「
先
行
作
品
の
作
者

を
追
慕
・
思
慕
し
つ
つ
、
発
句
に
発
句
を
ぶ
つ
け

る
こ
と
で
対
等
の
関
係
性
を
生
み
出
し
、〈
唱
和
〉

す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
方
法
の
意
義
が
あ
る
」（
序
）

と
す
る
。
本
書
で
は
、
こ
の
〈
唱
和
〉
と
い
う
方

法
を
其
角
と
芭
蕉
は
共
有
し
、
互
い
に
深
く
理
解

し
合
っ
て
い
た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
の

も
注
目
に
値
す
る
。
連
衆
や
先
人
た
ち
と
の
「
詩

心
の
交
響
」
を
説
明
し
た
尾
形
仂
の
「
座
」
と
い

う
概
念
の
大
き
さ
に
対
し
て
、
稲
葉
氏
の
提
唱
す

る
〈
唱
和
〉
と
い
う
語
は
、
い
さ
さ
か
既
視
感
の

あ
る
用
語
で
は
あ
る
が
、
漢
詩
を
範
と
し
て
い
る

と
み
る
点
や
、発
句
対
発
句
に
限
定
す
る
こ
と
で
、

作
者
と
相
手
と
の
関
係
性
に
的
を
絞
り
や
す
く

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
芭
蕉
の
深
川
隠
遁
の
ポ
ー

ズ
や
蕉
門
伝
播
な
ど
に
つ
い
て
も
、
う
ま
く
説
明

の
つ
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
り
得
て
い
よ
う
。
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第
二
章
「
挑
発
と
し
て
の
唱
和
」
で
は
、
其
角

と
芭
蕉
の
挑
発
に
よ
っ
て
、
同
時
代
人
同
士
の

〈
唱
和
〉
と
い
う
か
た
ち
が
生
ま
れ
、
江
戸
か
ら

地
方
へ
の
蕉
門
の
形
成
を
促
し
て
ゆ
き
、
結
果
的

に
芭
蕉
対
各
地
門
人
達
、
と
い
う
〈
唱
和
〉
が
俳

壇
的
な
動
き
に
発
展
し
て
い
っ
た
と
説
く
。
さ
ら

に
、
江
戸
の
其
角
は
発
句
の
〈
唱
和
〉
を
表
現
す

る
た
め
に
撰
集
の
配
列
法
を
模
索
し
、
そ
れ
が

『
猿
蓑
』
巻
頭
の
〈
時
雨
〉
句
群
に
結
実
、
ま
た

芭
蕉
の
終
焉
に
い
た
る
ま
で
「
良
き
伴
走
者
」
で

あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
。

第
三
章
「
方
法
と
し
て
の
「
句
兄
弟
」」
は
、

〈
唱
和
〉
の
確
立
・
展
開
に
大
き
く
寄
与
し
た

「
句
合
」
と
い
う
俳
諧
形
式
の
な
か
か
ら
、「
句

兄
弟
」
を
取
り
上
げ
る
。
兄
句
に
対
し
て
、
弟
句

を
案
じ
る
際
に
と
ら
れ
た
「
反
転
」
と
い
う
句
作

法
に
着
目
し
、
和
歌
に
お
け
る
本
歌
取
・
贈
答
や
、

漢
詩
の
和
韻
・
追
和
、
点
化
句
法
を
応
用
し
た
斬

新
な
〈
唱
和
〉
の
方
法
が
実
践
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
論
証
。
本
作
品
を
、
芭
蕉
と
其
角
の
同
方
法
の

理
論
的
な
集
大
成
で
あ
り
、
四
散
す
る
蕉
門
に
対

し
て
、
其
角
が
〈
唱
和
〉
と
い
う
指
標
を
示
し
た

作
で
も
あ
っ
た
と
再
評
価
し
て
い
る
。
本
章
に
は

興
味
深
い
提
言
が
多
く
、「
句
作
者
の
問
題
に
と

ど
ま
ら
ず
、
一
面
で
、
否
定
的
に
評
価
さ
れ
が
ち

な
類
句
を
生
産
的
な
〈
唱
和
〉
句
へ
と
捉
え
直
す

よ
う
享
受
者
に
解
釈
の
転
換
を
迫
る
、
極
め
て
画

期
的
な
試
み
で
あ
っ
た
」（
お
わ
り
に
）
と
い
う

指
摘
は
、
と
く
に
刺
激
的
で
あ
っ
た
。

同
章
第
二
節
「
漢
詩
作
法
と
「
反
転
」」
で
は
、

其
角
が
漢
詩
の
方
法
と
発
想
を
駆
使
し
て
縦
横
に

張
り
め
ぐ
ら
せ
た
仕
掛
け
を
、
一
つ
一
つ
解
い
て

く
れ
る
の
が
面
白
く
、三
十
八
番
の
句
合
な
ど
は
、

幾
重
に
も
仕
掛
け
ら
れ
た
「
反
転
」
の
手
法
に
脱

帽
で
あ
っ
た
。
及
ば
ず
な
が
ら
、
一
つ
だ
け
私
見

を
加
え
て
お
き
た
い
。
稲
葉
氏
の
解
釈
自
体
は
さ

し
て
動
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
二
十
二
番
の
兄
句

「
人
さ
ら
に
げ
に
や
六
月
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
と
い
う

宗
因
句
の
上
五
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』「
暮
春
」
の

わ
か

す
べ
か
ら

小
野
篁
の
漢
詩
「
人
更
ニ
少
キ
コ
ト
無
シ
時
須
ク

惜
シ
ム
ベ
シ
」
を
ふ
ま
え
た
表
現
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
（
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
元
に
し
た
謡
曲
「
関

寺
小
町
」
の
「
人
さ
ら
に
若
き
事
な
し
、
つ
ひ
に

は
老
の
鶯
の
、
百
囀
り
の
春
は
来
れ
ど
も
（
略
）」

に
よ
る
か
）。
古
典
俳
文
学
大
系
所
収
の
「
句
兄

弟
」
本
文
に
は
、
判
詞
の
「
若
き
事
な
し
と
い
ふ

一
意
の
」
と
い
う
文
頭
に
�
が
つ
い
て
い
た
た
め

典
拠
を
探
し
て
み
た
が
、
本
書
の
「
句
兄
弟
」
本

文
に
は
こ
の
記
号
が
落
ち
て
い
た
の
で
、
原
本
の

引
用
に
際
し
て
は
注
意
さ
れ
る
と
よ
い
だ
ろ
う

（
私
も
以
前
に
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
自
戒

も
込
め
て
書
い
て
い
る
）。

第
四
章
「「
句
兄
弟
」
の
受
容
」
は
、「
句
兄
弟
」

が
江
戸
座
其
角
系
俳
人
た
ち
や
蕪
村
一
門
、
京
伝

や
錦
絵
な
ど
の
他
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
で
大
き
な
影
響

を
与
え
て
ゆ
く
さ
ま
を
史
的
に
概
観
す
る
。「
句

兄
弟
」
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
な
模
索
を
重
ね
つ

つ
、
大
名
文
化
圏
に
も
取
り
込
ま
れ
、
明
治
に
い

た
る
ま
で
命
脈
を
保
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

＊

第
二
部
の
「
点
印
付
嘱
の
意
義
―
俳
人
達
の
ス

テ
イ
タ
ス
―
」
に
は
、
其
角
の
点
印
に
ま
つ
わ
る

新
発
見
が
報
告
さ
れ
、俳
諧
を
取
り
巻
く
〈
モ
ノ
〉

の
文
化
史
研
究
は
、
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。
其
角
が
句
の
批
点
に
用
い
て
い
た
点

印
が
、
貞
佐
―
有
佐
系
統
（
Ⅰ
類
印
）
と
、
秋
色

―
湖
十
系
（
Ⅱ
類
印
）
に
そ
れ
ぞ
れ
付
嘱
（
委

譲
）
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、

そ
の
後
の
Ⅰ
類
印
の
行
方
な
ど
に
つ
い
て
報
告
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
其
角
の
点
印
が
俳
壇
的
地
位

を
示
す
一
つ
の
ス
テ
イ
タ
ス
と
な
っ
て
い
っ
た
こ

と
を
指
摘
。
柳
沢
文
庫
（
大
和
郡
山
市
）
の
調
査

を
初
め
と
す
る
点
印
の
伝
来
調
査
を
軸
に
、
通
史

的
な
視
点
か
ら
江
戸
座
の
活
動
を
追
い
、
点
印
付

嘱
の
文
化
的
背
景
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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第
一
章
「
点
取
の
展
開
と
点
印
」
で
は
、
和
歌

以
来
の
点
取
の
歴
史
と
変
遷
、
そ
し
て
其
角
の
点

取
俳
諧
と
江
戸
座
に
お
け
る
展
開
を
解
説
す
る
。

第
二
章
「
其
角
の
点
印
、
貞
佐
系
Ⅰ
類
印
の
付

嘱
」
で
は
、
貞
佐
に
付
嘱
さ
れ
た
Ⅰ
類
印
が
、
平

べ
い
お
う

砂
ら
を
経
由
し
、
最
終
的
に
米
翁
（
大
和
郡
山
藩

主
、
柳
沢
信
鴻
）
の
嗣
子
月
村
（
柳
沢
保
光
）
に

付
嘱
さ
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
。
師
系
に
一

子
相
伝
の
ご
と
く
な
さ
れ
て
き
た
貞
佐
系
の
点
印

付
嘱
が
、
最
終
的
に
は
大
名
文
化
圏
に
繫
が
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
何
と
か
し
て
門
流
の
維
持
を
図

ろ
う
と
し
た
宗
匠
ら
の
実
情
も
指
摘
し
て
い
る
。

第
三
章
「
其
角
の
点
印
、
湖
十
系
Ⅱ
類
印
の
付

嘱
」
で
は
、
秋
色
か
ら
湖
十
系
に
伝
わ
っ
た
Ⅱ
類

印
の
付
嘱
に
つ
い
て
検
証
。
そ
の
結
果
、
歴
世
湖

十
は
〈
其
角
正
統
〉
の
名
の
も
と
に
Ⅱ
類
印
を
複

製
し
て
門
人
に
付
嘱
し
、
そ
の
伝
授
権
を
掌
握
し

続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
勢
力
の
拡
大
を
図
っ
て

い
た
シ
ス
テ
ム
を
明
ら
か
に
し
た
。
爆
発
的
な
人

気
を
博
し
て
い
た
其
角
の
「
半
面
美
人
」
印
の
複

製
ま
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、
ま
さ
し
く
事
実
は
小

説
よ
り
奇
な
り
、
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

第
四
章
「
点
印
と
大
名
文
化
圏
」
は
、
其
角
点

印
の
Ⅰ
類
・
Ⅱ
類
印
と
も
に
最
終
的
に
大
名
文
化

圏
に
取
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
大
名

に
と
っ
て
の
点
取
・
点
印
の
意
義
に
つ
い
て
考
察

き
く
つ
ら

す
る
。米
翁
や
菊
貫
（
信
濃
松
代
藩
主
真
田
幸
弘
）

ら
の
点
印
趣
味
は
ど
ん
ど
ん
白
熱
し
て
ゆ
き
、
パ

ト
ロ
ン
と
し
て
の
後
ろ
盾
を
欲
す
る
江
戸
座
宗
匠

ら
と
利
害
が
一
致
す
る
こ
と
で
、
両
者
の
間
に
パ

イ
プ
ラ
イ
ン
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
過
程
が

見
事
に
論
証
さ
れ
て
い
る
。
近
年
、
近
世
大
名
文

事
と
そ
の
文
化
圏
に
つ
い
て
の
研
究
・
調
査
が

い
っ
そ
う
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
が
、
各
方
面
に

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
、
丹
念
に
調
査
を
続
け
て

き
た
稲
葉
氏
の
仕
事
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
個
人
的
に
は
、
藩
主
と
し
て
政
務
に

奔
走
す
る
菊
貫
が
、
点
取
俳
諧
の
サ
ロ
ン
で
は
点

印
を
用
い
て
陶
淵
明
の
詩
世
界
を
演
出
し
、
風
雅

の
世
界
に
遊
ん
で
い
た
と
い
う
指
摘
に
は
、
心
動

か
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
な
お
、
口
絵
写
真
に

カ
ラ
ー
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
菊
貫
の
点
印
は
必
見

で
、
と
く
に
ラ
テ
ン
語
と
天
使
の
描
か
れ
た
点
印

は
珍
し
く
、
大
変
美
麗
で
あ
る
。

こ
う
し
た
俳
諧
の
師
系
伝
承
制
度
に
ま
つ
わ
る

問
題
と
し
て
は
、
や
は
り
美
濃
派
と
の
比
較
を
視

野
に
入
れ
た
く
な
る
。
昨
年
、
本
書
と
同
時
期
に

刊
行
さ
れ
た
中
森
康
之
『
芭
蕉
の
正
統
を
継
ぎ
し

も
の
―
支
考
と
美
濃
派
の
研
究
』（
ぺ
り
か
ん
社
）

に
よ
れ
ば
、
美
濃
派
の
伝
授
制
度
は
、
あ
ら
ゆ
る

面
に
お
い
て
か
な
り
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
整
え

ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
す
で
に
今
年
七
月
の
俳
文

学
会
東
京
例
会
で
は
、
芭
蕉
没
後
、
都
会
派
（
其

角
）
と
田
舎
蕉
門
（
支
考
）
に
分
か
れ
た
俳
諧
史

を
取
り
上
げ
た
「
芭
蕉
歿
後
の
二
潮
流
再
考
・
芭

蕉
の
正
統
と
は
何
か
〜
文
学
か
ら
思
想
へ
、
作
品

か
ら
行
為
へ
〜
」
と
い
う
稲
葉
氏
と
中
森
氏
を
中

心
と
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
た
。
本
書
が

芭
蕉
以
後
の
俳
諧
史
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、

新
た
な
局
面
を
切
り
拓
い
て
く
れ
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

＊

第
三
部
「
都
会
派
俳
諧
の
諸
相
」
は
、
第
一
章

「「
闘
鶏
句
合
」
の
構
想
」、
第
二
章
「
江
戸
俳
諧

と
「
初
午
」」、
第
三
章
「
赤
穂
義
士
追
善
へ
の
視

線
―
七
回
忌
集
『
反
古
談
』
―
」（
付
録
と
し
て

『
反
古
談
』
の
翻
刻
を
載
せ
る
）、
第
四
章
「
昇

窓
湖
十
伝
」
よ
り
成
る
。
他
の
部
に
比
べ
る
と
一

見
雑
多
な
印
象
を
受
け
る
が
、
江
戸
と
い
う
都
市

を
め
ぐ
る
行
事
、
人
、
事
件
な
ど
の
問
題
を
扱
っ

て
い
て
、
都
会
派
俳
諧
お
よ
び
、
江
戸
と
い
う
都

市
の
様
相
を
多
面
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
。

第
一
章
の
「
闘
鶏
句
合
」
と
い
う
作
品
は
、「
洗

練
さ
れ
た
趣
向
や
知
的
興
味
を
刺
激
す
る
都
会
的
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川
崎
賢
子
著

『
も
う
一
人
の
彼
女

李
香
蘭
／
山
口
淑
子
／

シ
ャ
ー
リ
ー・ヤ
マ
グ
チ
』

（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）

志
村
三
代
子

な
言
語
遊
戯
性
が
溢
れ
て
お
り
、
難
解
な
が
ら
」

「
類
い
稀
な
る
面
白
味
を
有
し
て
い
る
」
と
評
さ

れ
て
い
る
通
り
、
本
当
に
難
し
い
。
表
現
の
典
拠

を
丹
念
に
追
い
な
が
ら
、
其
角
の
凝
ら
し
た
技
巧

に
つ
い
て
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
ぞ
其

角
の
真
骨
頂
、
と
も
い
う
べ
き
世
界
が
示
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
相
撲
興
行
に
擬
え
ら
れ
た
趣
向
が
、

前
年
の
元
禄
大
地
震
に
対
す
る
地
鎮
の
意
を
込
め

た
と
い
う
面
も
あ
る
、
と
い
う
指
摘
も
面
白
い
。

や
は
り
内
容
が
難
解
過
ぎ
て
、
よ
り
丁
寧
に
解
釈

を
示
し
て
ほ
し
い
と
感
じ
る
箇
所
も
あ
る
の
だ

が
、
詳
細
な
注
釈
に
つ
い
て
は
、
今
後
皆
で
取
り

組
む
べ
き
仕
事
か
も
し
れ
な
い
。

第
二
章
で
示
さ
れ
た
俳
諧
に
描
き
出
さ
れ
た
江

戸
の
「
初
午
」
の
活
気
や
都
市
の
繁
栄
は
、
俳
諧

を
通
し
て
江
戸
文
化
を
考
え
て
ゆ
く
方
法
の
有
効

性
を
教
え
て
く
れ
、
第
三
章
の
赤
穂
浪
士
の
俳
諧

と
彼
ら
の
追
善
の
動
き
を
追
う
と
い
う
テ
ー
マ

も
、
非
常
に
魅
力
的
で
あ
る
。
第
四
章
の
六
世
湖

十
に
あ
た
る
昇
窓
伝
も
、
第
二
部
第
三
章
の
内
容

を
補
完
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

＊

本
書
で
は
、第
一
部
の
「
結
」
と
、巻
末
の
「
お

わ
り
に
」
そ
れ
ぞ
れ
に
、
明
治
期
の
其
角
堂
永
機

の
活
動
や
、
江
戸
座
の
終
焉
な
ど
に
つ
い
て
も
言

及
さ
れ
て
い
る
。
ど
こ
ま
で
も
先
を
見
据
え
て
追

究
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
そ
の
真
摯
な
態
度
は
、
稲

葉
氏
の
研
究
が
常
に
先
へ
と
進
ん
で
い
る
こ
と
を

予
感
・
期
待
さ
せ
て
く
れ
る
。
自
ら
今
後
の
課
題

と
し
て
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
他
門
の
動
向
や
、

歌
舞
伎
界
な
ど
と
の
関
わ
り
等
々
、
ま
す
ま
す
そ

の
視
野
を
広
げ
て
い
か
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

本
書
の
「
は
じ
め
に
」
で
、「
社
会
状
況
を
踏

ま
え
、
作
品
の
背
後
に
横
た
わ
る
都
市
江
戸
に
密

着
し
た
生
活
・
歳
事
や
教
養
、
そ
し
て
俳
人
達
の

実
態
・
動
向
、
史
的
展
開
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
豊
饒
な
世
界
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
本
書

の
狙
い
は
、
其
角
と
都
会
派
俳
諧
の
史
的
な
意
義

を
示
し
、
新
た
な
価
値
体
系
構
築
へ
の
一
つ
の
指

針
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
氏
が
説
か
れ
た

ご
と
く
、
読
了
す
る
と
、
深
い
と
こ
ろ
で
繫
が
っ

て
い
た
其
角
と
芭
蕉
の
関
係
や
、
其
角
俳
諧
の
史

的
展
開
、
江
戸
と
い
う
都
市
空
間
、
そ
こ
に
息
づ

く
人
々
の
営
み
な
ど
が
次
々
に
立
ち
現
れ
て
く

る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
俳
諧
と
い
う
文
芸
の
も

つ
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
と
魅
力
を
、
我
々
に
再
認

識
さ
せ
て
く
れ
る
書
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
〇
一
八
年
二
月

笠
間
書
院

六
二
四
ペ
ー

ジ

本
体
九
〇
〇
〇
円
）

（
な
が
た

え
り

白
百
合
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

「
２
人
の
ヨ
シ
コ

運
命
分
け
た
紙
一
枚
」

「
朝
日
新
聞
」
の
七
月
二
八
日
朝
刊
一
面
ト
ッ

プ
は
、
右
記
の
見
出
し
と
と
も
に
、「
米
国
で
女

優
活
動
を
し
て
い
た
頃
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
タ
イ

ム
ズ
ス
ク
エ
ア
を
着
物
姿
で
歩
く
山
口
淑
子
さ

ん
」「
山
口
さ
ん
と
知
り
合
っ
て
２
年
を
経
た
頃

の
川
島
芳
子
さ
ん
」
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
付

さ
れ
た
写
真
と
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
八
年
の
三
度

に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
山
口
淑
子
さ
ん
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
掲
載
し
た
。「
２
人
の
ヨ
シ
コ
」
と
は
、

も
ち
ろ
ん
、
李
香
蘭
／
山
口
淑
子
と
、「
男
装
の

麗
人
」
と
し
て
知
ら
れ
た
川
島
芳
子
だ
。
日
本
の

敗
戦
後
に
中
国
大
陸
で
行
わ
れ
た
漢
奸
裁
判
の
判

決
に
よ
り
、
川
島
芳
子
は
中
国
人
と
し
て
銃
殺
さ

れ
、
一
方
の
山
口
淑
子
は
日
本
国
籍
が
証
明
さ
れ

る
こ
と
で
、
処
刑
を
免
れ
た
。
ま
さ
し
く
戸
籍
と

い
う
「
紙
一
枚
」
が
「
２
人
の
ヨ
シ
コ
」
の
運
命

を
隔
て
た
わ
け
だ
。「
李
香
蘭
が
語
る
ア
ジ
ア
」

と
銘
打
た
れ
た
本
記
事
の
デ
ジ
タ
ル
版
に
は
、
朝
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日
新
聞
が
所
有
す
る
一
二
七
枚
も
の
山
口
淑
子
に

よ
る
説
明
つ
き
の
写
真
と
、
本
人
の
肉
声
が
公
開

さ
れ
て
い
る
。「
朝
日
新
聞
」
が
、
終
戦
記
念
日

を
控
え
た
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
山
口
淑
子
の
秘
蔵

写
真
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
公
開
す
る
の
は
、
本
年

七
月
二
七
日
か
ら
八
月
一
二
日
ま
で
上
演
さ
れ
る

劇
団
四
季
の
「
李
香
蘭
」
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
が
背

景
に
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
同
時
に
李
香
蘭
／
山
口

淑
子
に
象
徴
さ
れ
る
「
戦
争
の
記
憶
」
を
ふ
た
た

び
留
め
て
お
き
た
い
と
い
う
意
図
も
う
か
が
え

る
。
二
〇
一
四
年
に
山
口
淑
子
氏
が
逝
去
し
て
か

ら
お
よ
そ
五
年
が
経
ち
、
彼
女
を
知
る
人
々
が

徐
々
に
減
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ

る
か
ら
だ
。

私
は
、
大
学
の
講
義
で
『
支
那
の
夜
』、『
暁
の

脱
走
』、『
上
海
の
女
』
と
い
っ
た
李
香
蘭
／
山
口

淑
子
の
主
演
映
画
を
上
映
す
る
際
に
、
受
講
生
の

な
か
に
中
国
人
留
学
生
が
い
た
場
合
、
山
口
淑
子

が
話
す
中
国
語
に
つ
い
て
必
ず
彼
ら
に
感
想
を
聞

く
こ
と
に
し
て
い
る
。
先
日
も
『
暁
の
脱
走
』
で

の
山
口
淑
子
の
中
国
語
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ

ろ
、
彼
ら
は
一
様
に
「
発
音
は
正
確
だ
が
、
少
し

古
い
中
国
語
、
自
分
た
ち
の
祖
父
や
祖
母
が
喋
っ

て
い
た
中
国
語
」
で
あ
る
と
い
っ
た
。ち
な
み
に
、

二
〇
一
九
年
度
の
留
学
生
は
、
李
香
蘭
を
ま
っ
た

く
知
ら
な
か
っ
た
。
私
が
大
学
院
生
で
あ
っ
た
お

よ
そ
二
〇
年
前
に
、「
男
は
つ
ら
い
よ
」
シ
リ
ー

ズ
に
つ
い
て
修
士
論
文
を
書
く
た
め
に
来
日
し
た

中
国
人
留
学
生
に
、
李
香
蘭
に
つ
い
て
尋
ね
た
と

こ
ろ
、複
雑
な
表
情
を
し
な
が
ら
「
知
っ
て
い
る
」

と
答
え
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
九

四
一
年
に
作
家
の
丹
羽
文
雄
が
座
談
会
で
中
国
人

留
学
生
に
李
香
蘭
を
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か
と
尋

ね
た
と
こ
ろ
、「
言
ひ
合
は
せ
た
や
う
に
眉
を
し

か
め
た
」「
支
那
女
学
生
達
」
と
同
じ
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
李
香
蘭
／
山
口
淑
子
が
活
躍

し
「
激
動
の
時
代
」
と
い
わ
れ
た
昭
和
か
ら
平

成
、
そ
し
て
令
和
へ
と
元
号
が
変
わ
り
、
日
本
に

興
味
を
持
つ
中
国
人
留
学
生
で
す
ら
「
李
香
蘭
」

を
知
ら
ず
、
彼
女
の
存
在
は
時
代
と
と
も
に
風
化

し
つ
つ
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
世
界
の
情
報
が
瞬
時

に
手
に
入
り
、
李
香
蘭
／
山
口
淑
子
が
生
き
た
時

代
よ
り
も
は
る
か
に
海
外
を
自
由
に
行
き
来
す
る

こ
と
が
可
能
な
現
代
に
あ
っ
て
、
日
本
語
、
中
国

語
、英
語
の
三
ヵ
国
語
を
自
在
に
操
り
、ハ
リ
ウ
ッ

ド
映
画
に
主
演
し
た
国
際
派
の
日
本
人
女
優
な
ど

い
ま
だ
に
現
わ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
。

李
香
蘭
／
山
口
淑
子
の
人
生
は
、
本
人
に
よ
る

優
れ
た
自
伝
『
李
香
蘭

私
の
半
生
』（
一
九
八

七
年
初
版
）
と
そ
の
補
遺
版
と
も
い
え
る
『「
李

香
蘭
」
を
生
き
て
』（
二
〇
〇
四
年
初
版
）
に

よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ミ
ュ
ー
ジ
カ

ル
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
な
ど

を
通
じ
て
、「
伝
説
の
女
優
」
の
神
話
化
に
拍
車

が
か
か
っ
た
。
そ
の
神
話
化
さ
れ
た
言
説
と
は
、

本
書
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「「
李
香
蘭
」

は
日
中
戦
争
の
終
結
と
と
も
に
、
象
徴
的
に
は
、

死
を
迎
え
、
戦
後
彼
女
は
山
口
淑
子
と
し
て
（
英

語
圏
で
は
シ
ャ
ー
リ
ー
・
ヤ
マ
グ
チ
と
し
て
）
転

生
し
た
の
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。私
た
ち
は
、

そ
の
言
説
に
対
し
て
何
か
き
な
臭
い
も
の
を
感
じ

つ
つ
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
納
得
し
て
き
た
よ
う

に
思
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
の
「
李
香
蘭
」

研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、悪
名
高
い
「
大
陸
三
部
作
」

や
戦
後
の
『
わ
が
生
涯
の
輝
け
る
日
』、『
暁
の
脱

走
』
な
ど
に
お
け
る
李
香
蘭
／
山
口
淑
子
の
イ
メ

ー
ジ
分
析
に
費
や
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

本
書
の
著
者
で
あ
る
川
崎
賢
子
氏
は
、
二
冊
の

自
伝
に
つ
い
て
「
嘘
は
な
い
」
と
一
定
の
評
価
を

く
だ
し
つ
つ
も
、「
李
香
蘭
」
と
「
山
口
淑
子
」

を
分
断
す
る
こ
と
な
く
、
日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦

争
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
期
、
冷
戦
期
を
連
続
的
に
捉
え

る
「
貫
戦
期
」
と
い
う
分
析
軸
を
導
入
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、李
香
蘭
／
山
口
淑
子
／
シ
ャ
ー
リ
ー
・

ヤ
マ
グ
チ
と
い
う
三
つ
の
名
前
を
持
つ
女
性
の
軌
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跡
を
丹
念
に
追
う
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究

資
料
を
精
緻
に
渉
猟
し
、
さ
ら
に
、
米
国
公
文
書

館
が
所
蔵
す
る
山
口
淑
子
フ
ァ
イ
ル
を
ひ
も
解
き

な
が
ら
、
山
口
淑
子
が
こ
れ
ま
で
意
識
的
に
あ
る

い
は
無
意
識
に
語
ら
な
か
っ
た
部
分
を
縫
合
す
る

こ
と
で
「
も
う
一
人
の
彼
女
」
の
実
像
に
迫
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
本
書
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
こ

れ
ま
で
の
映
画
研
究
で
は
考
え
も
及
ば
な
か
っ

た
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
研
究
の
側
面
か
ら
李
香

蘭
／
山
口
淑
子
に
新
た
な
光
を
当
て
た
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
本
書
の
関
心
は
、
李
香
蘭
／
山

口
淑
子
の
み
な
ら
ず
、
彼
女
の
父
親
で
あ
る
山
口

文
雄
に
も
差
し
向
け
ら
れ
る
。「
も
う
一
人
の
彼

女
」
の
姿
を
探
る
鍵
と
な
る
の
は
、
山
口
文
雄
で

あ
り
、
彼
は
李
香
蘭
／
山
口
淑
子
に
関
す
る
あ
ら

ゆ
る
局
面
で
陰
に
陽
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

川
崎
氏
が
、
李
香
蘭
／
山
口
淑
子
を
「
壮
大
な

ミ
ス
テ
リ
」
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
に
、
彼
女
の
存

在
自
体
が
ミ
ス
テ
リ
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
な

い
の
だ
が
、
本
書
も
ま
た
、
そ
の
ミ
ス
テ
リ
に
対

峙
す
る
ミ
ス
テ
リ
仕
立
て
で
構
成
さ
れ
て
い
る
た

め
に
、
読
み
手
は
そ
の
ス
リ
リ
ン
グ
な
展
開
に
引

き
込
ま
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
第

一
章
第
一
節
の
「
語
る
李
香
蘭
―
―
山
口
淑
子
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
」
で
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
語
ら

れ
「
伝
説
の
女
優
」
の
神
話
化
の
起
点
と
な
っ
た

「
漢
奸
裁
判
」
を
俎
上
に
乗
せ
る
。
す
な
わ
ち
、

先
述
し
た
「
朝
日
新
聞
」
の
「
２
人
の
ヨ
シ
コ
」

に
お
け
る
漢
奸
裁
判
の
顛
末
で
あ
り
、
ミ
ュ
ー
ジ

カ
ル
『
李
香
蘭
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
李
香
蘭
の
神
話
化
に
最
も
寄
与
し
た
い

わ
ば
核
心
部
分
で
あ
る
。
だ
が
、
本
書
に
よ
る
と

現
実
の
漢
奸
裁
判
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、
一
九
四

六
年
四
月
上
旬
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山

口
淑
子
は
、
そ
れ
以
前
の
一
九
四
六
年
三
月
末
に

は
帰
国
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
李
香

蘭
こ
と
山
口
淑
子
は
、
は
た
し
て
「
漢
奸
」
と
し

て
逮
捕
さ
れ
た
の
か
、裁
判
に
か
け
ら
れ
た
の
か
、

そ
の
経
緯
を
伝
え
る
の
は
彼
女
自
身
の
証
言
だ
け

で
あ
り
、
傍
聴
者
の
言
葉
も
、
裁
判
記
録
も
残
さ

れ
て
い
な
い
。
い
ま
の
と
こ
ろ
中
国
側
か
ら
の
裁

判
資
料
も
出
て
き
て
は
い
な
い
」
と
い
う
本
書
の

言
葉
に
、
読
者
は
自
伝
の
信
憑
性
に
つ
い
て
疑
念

を
差
し
は
さ
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

本
書
は
、
要
所
要
所
で
、
こ
れ
ま
で
自
明
と
さ

れ
て
き
た
自
伝
が
語
る
半
生
に
つ
い
て
、
と
き
に

は
疑
問
を
呈
し
つ
つ
論
を
進
め
て
い
く
。
計
一
〇

章
か
ら
な
る
本
書
は
、
山
口
淑
子
の
生
い
立
ち

（
第
一
章
）、「
大
陸
三
部
作
」
の
な
か
で
も
最
も

有
名
な
『
支
那
の
夜
』（
第
二
章
）、
長
ら
く
幻
の

映
画
と
さ
れ
た
『
私
の
鶯
』（
第
三
章
）、
中
国
大

陸
全
土
に
李
香
蘭
を
知
ら
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た

『
萬
世
流
芳
』、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
『
上
海
の
女
』（
第
四
章
）
と
い
っ

た
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
李
香
蘭＝

日
本
人

説
は
、
久
米
正
雄
や
田
村
泰
次
郎
と
い
っ
た
作
家

は
も
と
よ
り
、
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
（
第
五
章
）、
第
六

章
で
は
、『
暁
の
脱
走
』
の
原
作
者
・
田
村
泰
次

郎
と
の
戦
時
中
の
家
族
ぐ
る
み
の
付
き
合
い
が

あ
っ
た
こ
と
、『
春
婦
伝
』
と
『
暁
の
脱
走
』
の

異
動
点
が
論
じ
ら
れ
る
。

第
七
章
以
降
は
、
米
国
公
文
書
館
が
所
蔵
す
る

山
口
淑
子
フ
ァ
イ
ル
の
分
析
を
中
心
と
し
た
本
書

の
白
眉
で
あ
る
。
と
り
わ
け
戦
後
の
Ｃ
Ｉ
Ｃ
（
対

敵
諜
報
部
隊
）
文
書
を
中
心
と
し
た
山
口
淑
子

フ
ァ
イ
ル
の
分
析
の
く
だ
り
は
圧
巻
で
あ
り
、
手

に
汗
握
る
思
い
で
頁
を
読
み
進
め
た
。
こ
こ
で
も

川
崎
氏
の
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
研
究
に
裏
打
ち
さ

れ
た
嗅
覚
が
冴
え
わ
た
る
。
た
と
え
ば
、
引
揚
げ

の
際
に
山
口
淑
子
が
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
係
官
に
何
を
質

問
さ
れ
た
の
か
に
関
心
を
寄
せ
つ
つ
、
自
伝
で
語

ら
れ
る
「
情
報
将
校
」
が
山
口
淑
子
と
懇
意
に
し

て
い
た
こ
と
に
対
し
、
川
崎
氏
は
驚
き
を
隠
せ
な

い
。
と
い
う
の
も
、
占
領
期
の
メ
デ
ィ
ア
検
閲
で
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は
、
フ
ラ
タ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
占
領
者
と
被
占
領

者
の
性
的
関
係
）
が
と
り
わ
け
厳
格
に
規
制
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
り
、「
大
胆
な
の
か
、
天
真
爛

漫
な
の
か
、
彼
女
は
特
別
扱
い
な
の
か
」
と
い
う

感
想
を
漏
ら
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
七
章
で
は
、

シ
ャ
ー
リ
ー
・
ヤ
マ
グ
チ
の
ハ
リ
ウ
ッ
ド
進
出
が

取
り
上
げ
ら
れ
、
一
九
五
〇
年
に
初
渡
米
し
た
際

に
チ
ャ
イ
ナ
ド
レ
ス
姿
で
「
支
那
の
夜
」
を
歌
っ

た
事
実
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
に

「
李
香
蘭
」
を
捨
て
た
神
話
が
こ
こ
で
も
覆
さ
れ

る
。
自
伝
で
は
、『
東
は
東
』
の
出
演
契
約
を
結

ん
だ
際
に
「
シ
ャ
ー
リ
ー
・
ヤ
マ
グ
チ
」
の
芸
名

が
決
ま
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
既
に
こ
の

名
前
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
占
領
期
に
「
ア
メ
リ
カ
の
お
友
達

と
御
一
緒
の
時
」
に
使
わ
れ
る
米
国
名
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
自
伝
で
語
る
史
実
と
は
明
ら
か
に
異

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
関
係
者
の
み
な
ら
ず
、
中

華
人
民
共
和
国
建
国
前
夜
に
、
山
口
淑
子
の
も
と

を
訪
れ
て
い
た
中
国
の
友
人
た
ち
に
も
関
心
を
示

す
。「
彼
女
が
「
母
国
」
と
呼
ん
だ
と
い
う
中
国

は
流
動
し
、
ひ
と
つ
で
は
な
か
っ
た
」
か
ら
で
あ

る
。
第
八
章
で
は
、
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
と
の
結
婚

の
経
緯
に
つ
い
て
紙
幅
が
割
か
れ
る
が
、
興
味
深

い
の
は
、
評
論
家
兼
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
石
垣
綾

子
の
日
記
に
、
山
口
淑
子
は
映
画
『
東
は
東
』
の

出
演
を
交
渉
さ
れ
た
が
、「
近
代
お
蝶
夫
人
に
て

Ｇ
Ｉ
と
結
婚
し
た
東
洋
の
女
が
ア
メ
リ
カ
に
き
て

失
望
し
、
自
国
に
帰
っ
て
ゆ
く
す
じ
」
で
あ
り
、

自
分
は
「
イ
ー
ス
ト
と
西
の
交
流
を
め
ざ
し
て
い

る
か
ら
、
こ
れ
は
い
や
」
と
こ
と
わ
っ
た
と
、
記

さ
れ
た
件
で
あ
る
。
石
垣
の
日
記
の
記
載
が
真
実

で
あ
る
な
ら
ば
、実
際
の
『
東
は
東
』
の
物
語
は
、

「
蝶
々
夫
人
」
の
焼
き
直
し
で
は
な
く
、
紆
余
曲

折
を
経
な
が
ら
も
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
る
た

め
、
主
演
者
の
シ
ャ
ー
リ
ー
・
ヤ
マ
グ
チ
の
意
見

が
多
少
な
り
と
も
反
映
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
九
章
で
は
、
山
口
淑
子
が
日
本
に
引
き
揚
げ

後
、「
李
香
蘭
」
を
捨
て
、
山
口
淑
子
と
し
て
再

起
を
果
た
そ
う
と
す
る
な
か
で
起
き
た
「
ロ
シ
ア

ン
・
ク
リ
ス
マ
ス
」
事
件
を
端
緒
に
、
キ
ャ
ノ
ン

機
関
、
沢
田
美
樹
、
パ
ー
ル
・
バ
ッ
ク
へ
と
論
が

展
開
さ
れ
て
い
く
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
自
伝
で
は

ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
箇
所
で
あ
る
。

Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
山
口
淑
子
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
で
あ
り
、
そ
の

調
査
に
は
疎
漏
が
多
か
っ
た
た
め
に
、
最
終
的
に

は
山
口
淑
子
の
正
体
を
突
き
止
め
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
川
崎
氏
は
、
Ｃ
Ｉ
Ｃ
の
捜
査
を
図
ら

ず
も
潜
り
抜
け
た
李
香
蘭
／
山
口
淑
子
／
シ
ャ
ー

リ
ー
・
ヤ
マ
グ
チ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ

け
る
。一

九
四
五
年
以
前
の
彼
女
は
、
満
州
国
か
日

本
か
、
あ
る
い
は
中
国
か
日
本
か
、
そ
の
中

国
も
満
州
国
な
の
か
上
海
租
界
な
の
か
、
あ

る
い
は
国
民
党
の
中
国
な
の
か
、
ど
れ
か
ひ

と
つ
を
選
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
関
係
の
な
か

に
置
か
れ
、
む
し
ろ
関
係
性
の
折
り
重
な
る

な
か
で
、
媒
介
者
と
し
て
、
政
治
家
や
軍
人

や
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
関
係
者
た
ち
の
娘
で

あ
り
女
友
立
ち
で
あ
り
恋
人
で
あ
り
、
女
優

で
あ
っ
た
。
情
愛
と
仕
事
と
知
的
な
刺
激
と

が
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
重
な
り
合
う

と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

一
方
的
に
翻
弄
さ
れ
、
利
用
さ
れ
た
だ
け
で

は
な
く
、
意
図
的
に
か
無
自
覚
に
か
そ
の
関

係
を
利
用
し
て
生
き
た
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
。

戦
中
か
ら
占
領
期
に
か
け
て
、
情
報
戦
の
担

い
手
た
ち
と
深
く
か
か
わ
り
、
多
く
の
こ
と

を
知
り
う
る
位
置
に
あ
っ
た
が
、
特
定
の
勢

力
の
意
を
受
け
そ
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
情

報
を
や
り
と
り
す
る
と
い
う
意
味
で
の
エ
ー

ジ
ェ
ン
ト
で
は
、
お
そ
ら
く
彼
女
は
な
か
っ

た
。
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本
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
、戦
時
中
の
李
香
蘭
、

日
本
帰
国
後
の
山
口
淑
子
、
そ
し
て
ハ
リ
ウ
ッ
ド

に
進
出
し
た
シ
ャ
ー
リ
ー
・
ヤ
マ
グ
チ
の
あ
り
方

を
み
て
く
る
と
、
そ
の
時
々
に
発
せ
ら
れ
る
彼
女

の
相
矛
盾
す
る
言
動
に
困
惑
し
な
が
ら
も
、
彼
女

の
存
在
そ
の
も
の
が
、
上
海
博
物
館
の
王
騰
飛
氏

が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
超
民
族
的
な
曖
昧
さ
」
で

あ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
戦
時
中
で
あ
れ
ば
「
政
治

宣
伝
上
の
統
一
化
さ
れ
た
ア
ジ
ア
共
同
体
の
形

象
」
に
加
担
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま

う
。
だ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
本
書
が
繰
り

返
し
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
李
香
蘭
は
戦
後
、

象
徴
的
な
死
を
迎
え
た
わ
け
で
は
な
く
、
と
り
わ

け
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
生
き
続
け
て

い
た
。
本
書
で
は
「
貫
戦
期
レ
ジ
ー
ム
」
の
映
画

と
し
て
分
類
さ
れ
、「
ヒ
ロ
イ
ン
の
イ
メ
ー
ジ
が

李
香
蘭＝

山
口
淑
子
の
神
話
的
な
表
象
と
結
び
つ

い
て
い
た
」
と
指
摘
さ
れ
る
『
上
海
の
女
』
が
ま

さ
に
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
な
か
で
、
山
口

淑
子
は
中
国
人
の
養
父
を
持
つ
日
本
人
歌
手
と
い

う
李
香
蘭
そ
っ
く
り
の
李
莉
利
を
演
じ
た
。
劇
中

で
彼
女
は
日
本
を
「
生
み
の
親
」、
中
国
を
「
育

て
の
親
」
と
た
と
え
、
抗
日
グ
ル
ー
プ
の
友
人
に

対
し
て
は
「
中
国
人
と
し
て
死
ぬ
」
と
い
い
、
日

本
の
特
務
機
関
に
勤
め
る
真
鍋
（
三
國
連
太
郎
）

に
対
し
て
は
「
日
本
人
と
し
て
死
ぬ
」
と
い
い
な

が
ら
抱
擁
を
交
わ
す
。
こ
の
よ
う
な
相
矛
盾
す
る

李
莉
莉≒

李
香
蘭
の
言
動
は
、
劇
団
四
季
の
『
李

香
蘭
』
で
李
香
蘭
を
演
じ
た
野
村
玲
子
氏
に
語
っ

た
「
自
分
は
本
当
に
日
本
と
中
国
の
平
和
を
願
っ

て
い
た
。
そ
れ
だ
け
は
信
じ
て
ほ
し
い
」
と
い
う

山
口
淑
子
の
言
葉
と
共
振
す
る
。
本
書
は
自
伝
で

語
ら
れ
た
李
香
蘭
／
山
口
淑
子
の
人
生
の
矛
盾
を

重
層
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、
映
画
や
イ
ン
タ
ビ
ュ

ー
で
表
明
さ
れ
た
彼
女
の
発
言
を
、
最
終
的
に
は

曇
り
の
な
い
真
摯
な
も
の
に
た
ら
し
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

本
書
は
第
一
〇
章
に
お
い
て
、
自
伝
で
「
つ
け

た
し
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
」
冷
戦
期
に
お
け
る

香
港
映
画
の
李
香
蘭
の
特
異
な
立
ち
位
置
の
考
察

で
終
わ
る
。
だ
が
、
山
口
淑
子
は
外
交
官
の
大
鷹

弘
氏
と
結
婚
し
一
時
引
退
し
て
い
た
が
、
一
九
六

九
年
に
芸
能
界
に
復
帰
、
テ
レ
ビ
の
司
会
者
と
し

て
活
躍
す
る
傍
ら
、ア
ラ
ブ
問
題
に
関
心
を
示
し
、

ア
ラ
フ
ァ
ト
議
長
と
も
会
談
、
ジ
ャ
ミ
ー
ラ
・
ヤ

マ
グ
チ
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
李
香
蘭
、

山
口
淑
子
、
シ
ャ
ー
リ
ー
・
ヤ
マ
グ
チ
、
大
鷹
淑

子
に
続
く
五
番
目
の
名
前
で
あ
る
。
実
は
「
一
身

で
五
生
」
を
生
き
た
山
口
淑
子
の
、
あ
と
二
生
が

残
さ
れ
た
ま
ま
な
の
だ
。「
二
〇
世
紀
ア
ジ
ア
が

生
ん
だ
、
も
っ
と
も
重
要
な
女
性
」（
陳
凱
歌
）

で
あ
る
山
口
淑
子
の
、
川
崎
氏
に
よ
る
「
も
う
一

人
の
彼
女
」
の
続
編
を
ぜ
ひ
と
も
読
ん
で
み
た

い
。
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