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は
じ
め
に

森
鷗
外
﹁
最
後
の
一
句
﹂
は
中
学
教
材
と
し
て
教
育
出
版
﹃
伝
え
合
う
言
葉

中
学
国
語
�

﹄
に
所
載
さ
れ
て
い
る
読
書
教
材
で
あ
る
︒
光
村
図
書
他
は
同
様

の
教
材
と
し
て
﹁
高
瀬
舟
﹂
を
載
せ
て
い
る
︒
私
見
で
は
︑
こ
の
小
説
を
中
学

教
材
と
す
る
と
き
の
難
し
さ
は
最
後
の
部
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒﹁
元
始
的

な
機
関
が
自
然
に
活
動
し
て
︑
い
ち
の
願
意
は
期
せ
ず
し
て
貫
徹
し
た
﹂﹁
江

戸
へ
伺
い
中
日
延
べ
﹂﹁
京
都
に
お
い
て
大
嘗
会
ご
執
行
相
成
り
候
て
よ
り
日

限
も
相
立
た
ざ
る
儀
に
つ
き
︑
太
郎
兵
衛
こ
と
死
罪
ご
赦
免
仰
せ
い
だ
さ
れ
︑

大
阪
北
︑
南
組
︑
天
満
の
三
口
お
構
い
の
上
追
放
﹂
と
い
う
文
語
文
を
使
用
し

た
言
い
回
し
が
わ
か
り
に
く
い
上
︑
大
嘗
会
と
赦
免
に
つ
い
て
ど
う
扱
う
か
教

師
の
判
断
が
作
用
す
る
と
い
う
難
し
さ
だ
ろ
う
︒

本
校
は
中
高
一
貫
男
子
校
・
カ
ト
リ
ッ
ク
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
で
あ
る
︒

二
〇
一
六
年
度
末
︑
中
学
二
年
生
に
﹁
最
後
の
一
句
﹂
の
授
業
を
し
た
︒
中
学

二
年
生
段
階
で
︑
授
業
で
そ
れ
な
り
に
重
厚
な
文
学
教
材
を
扱
っ
て
お
き
た
か

っ
た
こ
と
が
理
由
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
﹁
高
瀬
舟
﹂
で
は
喜
助
の
直
接

話
法
に
よ
る
語
り
︑
庄
兵
衛
の
内
心
を
語
り
手
が
示
し
た
も
の
︑
語
り
手
自
身

の
批
評
を
分
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
︑
こ
れ
が
中
学
二
年
生
に
は
難
し
い
で

あ
ろ
う
と
考
え
︑
先
の
諸
点
を
考
え
て
も
﹁
最
後
の
一
句
﹂
の
方
が
妥
当
と
考

え
た
の
が
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
︒

以
下
︑
私
な
り
の
﹁
最
後
の
一
句
﹂
の
教
材
論
を
示
す
と
共
に
︑
授
業
実
践

の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
提
示
し
て
お
き
た
い
︒
な
お
︑
作
品
本
文
の
引
用
は
す

べ
て
﹃
伝
え
合
う
言
葉
中
学
国
語
�

﹄
に
よ
る
︒

�

先
行
研
究
と
問
題
点
の
所
在

教
材
と
し
て
の
﹁
最
後
の
一
句
﹂
に
つ
い
て
は
︑
熊
谷
孝
氏
が
﹁
わ
た
し
と

森
鷗
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最
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一
句
﹂
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価
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と
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し
て
は
︑﹃
最
後
の
一
句
﹄
と
い
う
こ
の
鷗
外
作
品
教
材
化
の
最
下
限
を
︑
中

学
校
後
期
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
︒
一
般
的
に
言
え
ば
︑
高
校
段
階
の
文

学
教
育
教
材
と
し
て
考
え
た
い
の
で
あ
る①

﹂
と
し
て
︑
こ
の
作
品
の
教
材
と
し

て
の
難
し
さ
を
指
摘
し
た
︒

ま
た
︑
牛
山
恵
氏②

は
こ
の
作
品
が
い
ち
を
英
雄
的
人
物
と
し
て
扱
う
徳
目
主

義
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
を
問
題
と
し
︑
こ
の
作
品
は
︑
描
か
れ
た
出
来
事
が

﹁
わ
ず
か
二
日
間
の
こ
と
﹂
で
あ
る
こ
と
で
﹁
い
ち
が
覚
悟
を
決
め
る
ま
で
の

時
間
の
余
裕
が
な
く
︑
い
か
に
切
迫
し
た
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
﹂
か
︑

さ
ら
に
は
い
っ
た
ん
﹁
覚
悟
が
決
ま
っ
た
い
ち
が
︑
い
か
に
迅
速
に
︑
着
実
に

考
え
を
実
行
に
移
し
て
い
っ
た
か
﹂
を
生
徒
に
対
し
て
物
語
る
も
の
で
あ
る
と

す
る
︒

こ
う
し
た
時
間
構
造
に
注
目
さ
せ
る
こ
と
で
牛
山
氏
は
﹁
い
ち
の
行
動
は
い

ち
が
自
分
た
ち
と
は
違
う
特
別
な
力
を
備
え
も
っ
て
い
た
た
め
に
で
き
た
の
だ

と
い
う
︑
い
ち
を
英
雄
視
す
る
見
方
に
疑
問
が
生
じ
た
﹂
と
し
て
い
る
︒
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
生
徒
が
﹁
い
ち
に
勇
気
や
愛
と
い
う
言
葉
は
使
え
な
い
と
い
う

よ
う
に
感
じ
始
め
﹂
て
︑﹁
最
後
の
一
句
の
意
味
を
追
求
す
る
出
発
点
に
立
て

た
﹂
と
し
て
い
る
︒

牛
山
氏
の
指
摘
は
︑
藤
本
千
寿
子
氏
の
次
の
よ
う
な
指
摘
と
重
な
る
︒

い
ち
は
こ
の
よ
う
な
事
情
を
襖
の
か
げ
で
立
聞
き
し
た
︒
死
刑
相
当
の
真

犯
人
は
新
七
で
あ
る
︒
父
は
逃
げ
た
新
七
の
代
り
に
︑
大
阪
の
海
運
業
者

へ
の
見
せ
し
め
の
た
め
に
殺
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
︑
と
い
う
こ
と

を
明
視
し
た
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
の
で
あ
る
︒
恩
愛
の
上
で
父
だ
か
ら
で

は
な
く
︑
こ
れ
が
冤
罪
だ
か
ら
︑
そ
れ
を
告
発
す
る
こ
と
こ
そ
︑
い
ち
の

出
願
動
機
で
あ
っ
た③

い
ち
は
︑
英
雄
的
と
言
う
よ
り
論
理
的
思
考
の
中
で
立
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
︒

語
り
手
論
に
つ
い
て
は
高
野
光
男
氏④

が
次
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
︒

｢最
後
の
一
句
﹂
を
注
意
深
く
読
め
ば
︑
語
り
手
は
い
ち
が
考
え
た
こ
と

を
会
話
文
で
示
し
た
り
︑
行
動
や
様
子
を
外
側
か
ら
つ
ぶ
さ
に
語
っ
た
り

す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
そ
の
心
理
︑
内
面
を
説
明
す
る
こ
と
は
な
い
︒

︵
略
︶
と
こ
ろ
が
︑
奉
行
の
佐
佐
と
語
り
手
と
の
関
係
は
︑
い
ち
と
語
り

手
の
関
係
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
語
り
の
ベ
ク
ト
ル
の
相
違
で
あ

る
︒︵
略
︶
﹁
思
っ
て
い
た
﹂﹁
感
じ
た
﹂﹁
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
﹂﹁
念

が
ふ
と
萌
し
た
﹂
﹁
思
議
し
た
﹂
﹁
考
え
た
﹂
﹁
考
え
た
﹂
と
い
う
よ
う
に

述
語
部
分
は
す
べ
て
佐
佐
の
内
面
を
示
す
動
詞
で
終
わ
っ
て
い
る
︒
こ
れ

が
語
り
手
と
佐
佐
の
関
係
で
あ
り
︑
語
り
の
ベ
ク
ト
ル
は
い
ち
の
行
動
に

よ
っ
て
佐
佐
に
生
起
し
た
心
証
の
解
析
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑﹁
最
後
の
一
句
﹂
を
発
す
る
場
面
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
言
わ

れ
る
︒語

り
手
が
﹃
何
か
心
に
浮
か
ん
だ
ら
し
く
﹄
と
し
か
語
っ
て
い
な
い
た
め
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に
︵
語
り
の
仕
組
み
上
︑
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
︶
多
様
な
解
釈

が
生
ま
れ
て
し
ま
う
の
だ
︒︵
略
︶
佐
佐
の
目
に
映
っ
た
い
ち
は
す
で
に

﹁
哀
れ
な
孝
行
娘
﹂
で
も
﹁
人
に
教
唆
せ
ら
れ
た
︑
お
ろ
か
な
子
ど
も
﹂

で
も
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
佐
佐
も
城
代
も
﹁
罪
人
太
郎
兵
衛
の
娘
に
現

れ
た
作
用
﹂
の
正
体
︑
い
ち
の
他
者
性
を
見
極
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
︒
激
し
い
衝
撃
を
受
け
た
も
の
の
︑
そ
の
正
体
を
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
結
局
︑
い
ち
の
行
為
は
﹁
変
な
小
娘
だ
﹂﹁
も

の
で
も
憑
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
い
っ
た
前
近
代
的
な
共
同
体
の

枠
組
み
の
な
か
に
封
印
さ
れ
︑﹁
内
な
る
他
者
﹂
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
権
力
機
構
の
安
定
が
は
か
ら
れ
る
︒

高
野
氏
の
論
は
︑
多
く
の
点
に
つ
い
て
肯
け
る
論
で
あ
る
︒
し
か
し
︑﹁
マ

ル
チ
リ
ウ
ム
﹂
と
い
う
洋
語
の
使
用
が
﹁
語
り
手
の
属
す
る
近
代
と
い
う
時

間
﹂
だ
け
を
表
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
し
︑
最
後
に
語
ら
れ
る
大
嘗
会
と
恩

赦
を
語
り
手
が
こ
の
物
語
に
対
し
て
ど
う
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も

教
室
で
読
ま
れ
る
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑﹁
元
始
的
な
機
関
﹂
と
さ
れ
る

﹁
元
始
的
﹂
と
い
う
文
字
に
も
﹁
原
始
的
﹂
以
外
に
︑
高
野
氏
の
前
近
代
的
と

さ
れ
る
意
味
以
外
に
︑
読
者
は
意
味
を
︵
例
え
そ
れ
が
︑
作
者
鷗
外
が
意
図
し

た
も
の
で
な
く
て
も
︶
読
み
取
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
な
お
こ
れ
ら
の
こ

と
に
つ
い
て
は
︑
授
業
実
践
論
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
︒

�

授
業
の
概
要
と
い
ち
の
様
相
を
示
す
語
り
手

授
業
は
次
の
よ
う
に
進
行
し
た
︒

一
時
間
目

教
師
範
読
の
後
︑
お
お
ま
か
な
語
句
の
説
明
︒

二
時
間
目

教
師
の
設
問
に
従
っ
て
︑
初
読
の
レ
ポ
ー
ト
︒

三
時
間
目

第
一
の
場
面
の
読
解
︒

四
時
間
目

第
二
の
場
面
か
ら
第
三
の
場
面
冒
頭
の
読
解
︒

五
時
間
目

第
三
の
場
面
の
読
解
︒

六
時
間
目

第
四
の
場
面
の
読
解
︒

七
時
間
目

第
五
の
場
面
の
読
解
︒

八
時
間
目

第
六
の
場
面
の
読
解
︒

九
時
間
目

授
業
後
の
レ
ポ
ー
ト
︒

十
時
間
目

交
流
︒

一
時
間
目
の
範
読
の
後
︑
二
時
間
目
に
次
の
三
つ
の
問
い
を
出
題
し
て
最
初

の
レ
ポ
ー
ト
を
書
か
せ
た
︒

�

こ
の
小
説
で
い
ち
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
︒
書
い

て
あ
る
こ
と
︑
書
か
れ
て
お
ら
ず
推
定
で
き
る
こ
と
を
含
め
て
答
え
よ
︒

�

こ
の
小
説
で
佐
々
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
︒
書
い

て
あ
る
こ
と
︑
書
か
れ
て
お
ら
ず
推
定
で
き
る
こ
と
を
含
め
て
答
え
よ
︒

�

こ
の
小
説
で
い
ち
の
﹁
お
上
の
こ
と
に
は
ま
ち
が
い
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
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か
ら
﹂
と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
︒
ま
た
︑

ど
の
よ
う
な
効
果
を
上
げ
て
い
る
か
︒
書
い
て
い
る
こ
と
︑
書
か
れ
て
お
ら

ず
推
定
で
き
る
こ
と
を
含
め
て
答
え
よ
︒

生
徒
た
ち
は
︑
初
読
の
段
階
で
い
ち
を
ど
の
よ
う
な
少
女
と
し
て
捉
え
た
の

で
あ
ろ
う
か
︒

①

い
ち
は
長
女
と
し
て
の
責
任
感
を
強
く
持
ち
︑
親
を
何
よ
り
も
大
切

に
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
も
と
も
と
正
直
な
人
で
あ
っ
た

父
太
郎
兵
衛
を
救
う
た
め
に
は
︑
自
分
た
ち
娘
が
何
か
し
て
や
れ
な
い

か
を
考
え
て
い
る
か
ら
だ
︒
ま
た
︑
自
分
が
成
し
遂
げ
る
と
決
め
た
こ

と
は
決
し
て
曲
げ
な
い
芯
の
強
い
人
で
︑
跡
継
ぎ
の
長
太
郎
を
殺
さ
な

い
よ
う
願
っ
て
い
る
の
も
一
家
の
後
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
ら
と
思

う
︒

②

元
々
い
ち
は
母
親
方
の
祖
母
に
甘
え
て
い
た
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た

が
︑
あ
る
日
︑
父
太
郎
兵
衛
が
死
刑
に
な
る
と
い
う
祖
母
の
話
を
立
ち

聞
き
し
︑
自
分
た
ち
子
供
を
殺
す
代
わ
り
に
父
太
郎
兵
衛
の
命
を
救
う

こ
と
を
考
え
つ
い
た
︒
自
ら
の
考
え
に
︑
他
の
子
供
た
ち
を
な
か
ば
強

引
に
引
き
込
ん
だ
こ
と
か
ら
︑
多
少
身
勝
手
な
人
物
だ
と
も
考
え
ら
れ

る
︒
ま
た
︑
助
命
の
願
い
書
の
内
容
が
奉
行
で
あ
る
佐
佐
か
ら
見
て
も

し
っ
か
り
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
思
考
も
速
い
こ
と
が
う

か
が
え
る
︒

③

い
ち
は
父
が
殺
さ
れ
る
こ
と
︑
そ
し
て
こ
の
一
連
の
出
来
事
に
よ
っ

て
母
が
不
機
嫌
に
な
っ
た
り
し
た
こ
と
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
兄
弟
が
苦
労

し
て
い
る
こ
と
を
見
て
自
分
た
ち
が
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
苦

労
を
も
た
ら
し
た
父
の
処
刑
を
食
い
止
め
よ
う
と
す
る
家
族
思
い
の
娘
︒

こ
の
た
め
に
強
情
な
娘
と
い
う
よ
う
に
見
え
て
し
ま
っ
た
︒

︵
以
下
︑
Ｔ
は
教
師
︑
Ｓ
は
生
徒
︒︶

Ｔ

：﹁
第
一
段
落
は
語
り
手
が
高
札
が
立
っ
た
日
の
出
来
事
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
︒
こ
の
語
り
手
っ
て
わ
か
る
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
作
者
と
は
違
う
？
﹂

Ｔ

：﹁
や
や
こ
し
い
か
も
し
れ
ん
け
ど
︑
作
者
と
は
区
別
し
て
考
え
よ
う
︒

作
者
は
実
際
の
森
鷗
外
︑
そ
こ
に
は
実
際
の
履
歴
と
か
が
関
係
す
る
︒
語

り
手
は
そ
れ
と
は
違
う
抽
象
的
な
も
の
﹂

Ｓ
�

：﹁
な
る
ほ
ど
︑
架
空
の
存
在
と
考
え
れ
ば
い
い
？
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
い
う
こ
と
や
な
︑
時
代
と
か
越
え
て
存
在
す
る
の
が
語
り
手
ね
︒

と
こ
ろ
で
︑
第
一
の
場
面
で
﹃
お
ば
あ
様
を
慕
っ
て
︑
お
ば
あ
様
に
甘
え
︑

お
ば
あ
様
に
ね
だ
る
孫
が
︑
桂
屋
に
五
人
い
る
﹄
と
い
う
と
こ
ろ
で
︑
そ

の
語
り
手
が
﹃
お
ば
あ
様
﹄
と
三
回
繰
り
返
し
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
何
で

や
と
思
う
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
②
が
い
う
て
る
よ
う
に
そ
れ
だ
け
︑
い
ち
を
は
じ
め
と
す
る
子
供
達

が
甘
え
て
い
た
っ
て
こ
と
を
強
調
し
た
い
？
﹂
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Ｔ

：﹁
そ
う
ね
︒
っ
て
こ
と
は
③
で
い
う
よ
う
な
﹃
家
族
思
い
の
娘
﹄
に
ど

う
し
て
な
っ
た
の
か
な
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
も
と
も
と
で
は
な
か
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
？
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
ね
︒
も
と
も
と
は
？

太
郎
兵
衛
入
牢
後
の
子
供
達
の
様
子
を

他
に
第
一
の
場
面
か
ら
抜
き
出
し
て
み
て
﹂

Ｓ
�

：﹁﹃
し
か
し
こ
れ
か
ら
生
い
立
っ
て
い
く
子
ど
も
の
元
気
は
盛
ん
な
も
の

で
︑
た
だ
お
ば
あ
様
の
お
土
産
が
乏
し
く
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
お
っ

母
様
の
不
機
嫌
に
な
っ
た
の
に
も
︑
ほ
ど
な
く
慣
れ
て
︑
格
別
し
お
れ
た

様
子
も
な
く
︑
あ
い
変
わ
ら
ず
小
さ
な
争
闘
と
小
さ
い
和
睦
と
の
刻
々
に

交
代
す
る
︑
に
ぎ
や
か
な
生
活
を
続
け
て
い
る
﹄﹂

Ｔ

：﹁
そ
こ
ね
︑
父
の
入
牢
は
い
ち
達
子
供
達
に
影
響
を
与
え
た
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
あ
た
え
て
な
い
︑
父
が
入
牢
し
て
も
子
供
達
は
子
ど
も
ら
し
い
生
活

を
送
り
続
け
た
﹂

Ｓ
�

：﹁
じ
ゃ
あ
︑
な
ん
で
い
ち
は
変
わ
っ
た
ん
？
﹂

Ｔ

：﹁
そ
こ
ね
︑
次
の
時
間
に
考
え
て
み
よ
う
﹂

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
冒
頭
の
場
面
で
の
い
ち
を
は
じ
め
と
す
る
子
供
達
の
様

子
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
い
ち
と
い
う
少
女
が
最
初
か
ら
特
別
な
少
女

と
し
て
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
︑
生
徒
た
ち
に
判
明
し
て
い
き
︑
で
は
変
貌

の
理
由
と
は
何
か
が
疑
問
と
し
て
も
た
れ
て
く
る
の
で
あ
る
︒

�

変
貌
の
理
由
と
し
て
の
冤
罪

Ｔ

：﹁
い
ち
は
な
ん
で
変
わ
っ
た
か
を
考
え
る
け
ど
︑
第
二
の
場
面
は
︑
時

間
が
前
に
も
ど
る
︒
太
郎
兵
衛
の
入
牢
の
理
由
を
説
明
す
る
ん
や
な
︒
こ

れ
は
語
り
手
が
そ
う
し
て
る
ん
や
け
ど
︑
な
ん
で
語
り
手
は
そ
う
し
て
る

か
わ
か
る
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
わ
か
ら
へ
ん
﹂

Ｔ

：﹁
ま
あ
︑
そ
う
い
わ
ん
と
︒
第
一
の
場
面
の
最
後
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ

で
終
わ
っ
て
た
っ
け
﹂

Ｓ
�

：﹁
高
札
の
立
っ
た
日
に
︑
お
ば
あ
様
が
来
て
︑
太
郎
兵
衛
の
女
房
に
そ

の
こ
と
を
言
い
︑
女
房
が
繰
り
言
を
言
う
場
面
﹂

Ｔ

：﹁
じ
ゃ
あ
︑
次
は
第
三
の
場
面
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
お
ば
あ
様
が
恐
ろ
し
い
話
を
す
る
の
を
い
ち
が
立
ち
聞
き
し
て
︑
身

代
わ
り
を
願
い
出
る
こ
と
を
思
い
立
つ
場
面
﹂

Ｔ

：﹁
そ
の
第
三
の
場
面
の
冒
頭
で
女
房
は
ど
う
な
っ
て
い
る
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
い
つ
も
繰
り
言
を
言
っ
て
泣
い
た
あ
と
で
出
る
疲
れ
が
出
て
ぐ
っ
す

り
寝
入
っ
た
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
︑
じ
ゃ
あ
︑
第
二
の
場
面
を
改
め
て
読
ん
だ
と
き
︑
君
ら
は
一

番
悪
い
の
は
誰
や
と
思
う
？
﹂
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Ｓ
�

：﹁
新
七
？
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
︑
じ
ゃ
あ
太
郎
兵
衛
は
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
死
罪
に
当
た
ら
な
い
？

冤
罪
？
﹂

Ｔ

：﹁
冤
罪
と
ま
で
︑
い
え
る
か
わ
か
ら
ん
け
ど
︑
最
大
の
犯
人
︑
新
七
が

逃
げ
た
た
め
に
犯
人
と
し
て
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
は
い
え
そ
う
や

な
﹂

Ｓ
�

：﹁
先
生
︑
こ
れ
が
も
し
か
し
て
繰
り
言
の
中
身
？

女
房
は
太
郎
兵
衛

が
殺
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
に
︑
っ
て
嘆
い
て
い
て
︑
そ
れ
を
い
ち
が

聞
い
た
っ
て
こ
と
？
﹂

Ｔ

﹁
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
︒
い
ち
は
死
罪
に
な
る
べ
き
で
な
い
父
の
た
め

に
身
代
わ
り
を
決
意
し
た
︒
そ
こ
に
い
ち
の
変
貌
の
理
由
は
あ
っ
た
わ
け

や
﹂

第
二
の
場
面
が
︑
第
一
の
場
面
と
第
三
の
場
面
の
繰
り
言
に
挟
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
か
せ
て
や
る
と
︑
生
徒
の
方
か
ら
︑
第
二
の
場
面
と
は
実
は
女
房

の
繰
り
言
を
語
り
手
が
︑
時
系
列
の
順
序
を
組
み
換
え
て
語
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
分
か
る
︒
そ
う
す
る
と
︑
い
ち
の
行
動
の
変
貌
の
理
由
が
生
徒
に
飲
み

込
め
て
く
る
の
で
あ
る
︒

�

い
ち
と
佐
佐

第
三
の
場
面
で
は
い
ち
が
願
い
ご
と
を
書
く
の
に
一
番
鶏
の
鳴
く
頃
ま
で
か

か
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
た
︒
当
時
︑
庶
民
は
日
没
後
ま
も
な
く
寝
る
風

習
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
︑
い
ち
は
少
な
く
見
積
も
っ
て
八
時
間
ぐ
ら
い
か

か
っ
て
︑
願
い
書
を
書
い
た
事
に
注
目
さ
せ
た
︒
い
ち
は
︑
天
才
と
か
大
人
と

同
様
の
才
覚
の
持
ち
主
な
の
で
は
な
く
︑
努
力
で
﹁
条
理
が
よ
く
整
っ
﹂
た
文

章
を
書
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ
も
︑
本
当
は
罪
に
問
わ
れ
る
べ
き
で
な
い
父
を

助
け
た
い
と
思
う
心
か
ら
で
あ
っ
た
︒

さ
て
︑
第
四
の
場
面
で
登
場
す
る
西
町
奉
行
︑
佐
佐
は
ど
の
よ
う
な
人
物
と

し
て
︑
読
者
に
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
最
初
の
レ
ポ
ー
ト
で
生
徒
は
次

の
よ
う
に
書
い
て
い
た
︒

④

両
奉
行
の
う
ち
の
新
参
で
役
向
き
の
こ
と
は
全
て
同
役
の
稲
垣
に
相

談
し
た
り
︑
桂
屋
太
郎
兵
衛
の
公
事
が
片
付
い
た
と
き
に
命
乞
い
に
出

た
も
の
が
あ
る
と
聞
い
て
邪
魔
が
入
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
り
す
る
な
ど
︑

多
少
面
倒
く
さ
が
り
な
所
の
あ
る
人
物
︒
ま
た
︑
い
ち
た
ち
の
こ
と
を

子
供
扱
い
し
て
い
る
︒

⑤

物
語
の
初
め
の
方
で
の
佐
佐
は
︑
明
ら
か
に
仕
事
に
や
る
気
が
無
か

っ
た
よ
う
に
見
え
る
︒
仕
事
の
こ
と
も
全
て
仕
事
仲
間
や
上
司
に
相
談

す
る
も
そ
の
通
り
処
理
す
る
だ
け
の
典
型
的
な
事
な
か
れ
主
義
で
あ
る
︒

﹁
じ
ゃ
あ
お
前
は
﹃
死
ね
﹄
と
言
わ
れ
た
ら
﹃
死
ね
る
の
か
﹄
と
問
い

た
く
な
る
人
物
だ
︒
い
ち
た
ち
に
対
し
て
も
初
め
は
調
子
を
狂
わ
せ
る

厄
介
者
と
し
か
思
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
︒
し
か
し
︑
い
ち
の
最
後
の
一
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句
で
︑
彼
も
仕
事
へ
の
姿
勢
が
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
︒

⑥

佐
佐
は
子
供
を
お
ど
そ
う
と
し
た
り
︑
処
刑
の
手
続
き
が
済
ん
だ
の

に
命
乞
い
の
願
い
に
出
た
も
の
が
あ
る
こ
と
に
不
機
嫌
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
も
高
圧
的
な
人
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑
不
自
然
な
ま
で
に
簡
潔
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
短
文
を
大
人
が
書
か
せ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
子
供

を
軽
く
見
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

こ
れ
ら
を
も
と
に
︑
第
四
の
場
面
の
佐
佐
の
様
子
を
議
論
し
た
︒

Ｔ

：﹁
佐
佐
っ
て
︑
最
初
に
登
場
し
て
き
た
と
き
に
︑﹃
桂
屋
の
公
事
に
つ
い

て
﹄﹃
よ
う
よ
う
処
刑
の
手
続
き
が
済
ん
だ
の
を
重
荷
を
下
ろ
し
た
よ
う

に
思
っ
て
い
た
﹄
の
に
︑
い
ち
達
が
命
乞
い
に
出
て
き
た
か
ら
︑﹃
せ
っ

か
く
運
ば
せ
た
こ
と
に
邪
魔
が
入
っ
た
よ
う
に
感
じ
た
﹄
ん
や
な
︒
こ
れ

っ
て
④
の
意
見
に
あ
る
よ
う
に
﹃
面
倒
く
さ
が
り
﹄
な
の
か
な
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
僕
は
お
上
の
決
め
た
こ
と
に
文
句
を
つ
け
る
か
ら
面
倒
く
さ
い
の
か

な
と
思
っ
た
ん
や
け
ど
﹂

Ｔ

：﹁
Ｓ
�

︑
も
う
ち
ょ
っ
と
詳
し
く
言
っ
て
み
て
﹂

Ｓ
�

：﹁
だ
か
ら
︑
面
倒
く
さ
い
の
は
そ
う
な
ん
や
ろ
う
け
ど
︑
佐
佐
も
お
上

が
決
め
た
こ
と
に
従
っ
て
役
人
と
し
て
決
め
た
︒
そ
の
決
め
た
こ
と
を
覆

さ
れ
る
よ
う
で
﹃
邪
魔
が
入
っ
た
﹄
と
感
じ
た
ん
ち
ゃ
う
か
な
？
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
ね
︒
み
ん
な
︑
今
︑
Ｓ
�

が
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
わ
か
っ
た
か

な
︒
つ
ま
り
︑
佐
佐
も
普
通
の
人
間
な
の
ね
︒
け
ど
︑
お
上
の
権
力
側
の

人
な
の
ね
︒
だ
か
ら
︑
お
上
の
決
め
た
こ
と
に
従
っ
て
動
く
し
︑
そ
れ
は

そ
れ
で
頑
張
っ
て
る
わ
け
よ
︒
で
も
︑
そ
れ
を
無
に
さ
れ
た
ら
腹
が
立
つ

わ
け
や
な
﹂

Ｓ
�

：﹁
悪
い
人
じ
ゃ
な
い
？
﹂

Ｔ

：﹁
悪
く
な
い
と
も
い
え
な
い
︑
た
だ
権
力
に
従
っ
て
し
ま
う
の
よ
﹂

Ｓ
�

：﹁
盲
目
？
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
﹂

Ｓ
�

：﹁
先
生
︑
佐
佐
が
い
ち
達
の
行
動
を
﹃
上
を
偽
る
横
着
者
の
所
為
﹄
っ

て
考
え
る
の
も
そ
こ
な
の
？
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
ね
︒
中
一
の
と
き
︑﹃
少
年
の
日
の
思
い
出
﹄
っ
て
や
っ
た
や
ろ

う
﹂

Ｓ
�

：﹁﹃
そ
う
か
︑
そ
う
か
︑
つ
ま
り
君
は
そ
ん
な
や
つ
な
ん
だ
な
﹄
っ
て
や

つ
ね
﹂

Ｔ

：﹁
よ
く
覚
え
て
る
︒
そ
の
会
話
文
で
も
そ
う
な
ん
だ
け
ど
︑
大
事
な
チ

ョ
ウ
を
壊
さ
れ
た
エ
ー
ミ
ー
ル
は
﹃
僕
﹄
を
悪
漢
と
決
め
つ
け
た
よ
ね
﹂

Ｓ
�

：﹁
そ
う
か
︑
佐
佐
に
と
っ
て
は
﹃
上
﹄
が
大
事
な
も
の
で
︑
そ
の
決
定

に
︑
命
乞
い
を
す
る
い
ち
た
ち
は
悪
な
ん
や
﹂

Ｔ

：﹁
ま
あ
︑
正
確
に
言
え
ば
︑
大
事
と
い
う
よ
り
︑
幕
臣
で
︑
生
ま
れ
た

と
き
か
ら
︑
従
う
べ
き
も
の
な
ん
や
ろ
け
ど
ね
﹂

Ｓ
�

：﹁
⑤
の
﹃
仕
事
の
こ
と
も
全
て
仕
事
仲
間
や
上
司
に
相
談
も
そ
の
通
り
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処
理
す
る
﹄
っ
て
の
も
そ
れ
？
﹂

Ｔ

：﹁
ま
あ
︑
そ
う
い
え
ば
︑
そ
う
︒
⑤
は
﹃
事
な
か
れ
主
義
﹄
っ
て
い
う

け
ど
さ
︑
御
奉
行
様
だ
か
ら
︑
本
当
に
﹃
事
な
か
れ
﹄
な
ら
と
り
あ
げ
な

け
れ
ば
い
い
の
よ
︒
そ
れ
を
相
談
し
て
取
り
上
げ
て
︑
白
洲
ま
で
用
意
す

る
の
は
何
故
？
﹂

Ｓ
	

：﹁﹃
上
を
偽
る
横
着
者
の
所
為
で
は
な
い
か
と
思
議
﹄
し
て
﹃
情
偽
﹄
を

探
ろ
う
と
し
た
か
ら
﹂

Ｔ

：﹁
つ
ま
り
︑
そ
れ
だ
け
﹃
上
﹄
と
い
う
も
の
を
守
ろ
う
と
し
て
る
わ
け

ね
︒
そ
し
て
︑﹃
上
を
偽
る
横
着
者
﹄
を
真
面
目
に
あ
ぶ
り
出
そ
う
と
す

る
か
ら
そ
う
な
る
わ
け
や
ね
﹂

こ
の
よ
う
に
し
て
︑
他
の
教
材
を
補
助
線
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
佐
佐

か
ら
見
た
い
ち
た
ち
の
有
り
様
が
よ
り
よ
く
生
徒
た
ち
に
見
え
て
く
る
︒
ま
た
︑

佐
佐
が
い
ち
と
結
果
的
に
白
洲
で
対
峙
し
て
い
く
の
も
何
も
佐
佐
が
悪
で
あ
る

か
ら
で
は
な
く
︑
真
面
目
な
一
人
の
人
間
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
の
が
生
徒
に

も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
︒

�

最
後
の
一
句

第
五
の
場
面
で
登
場
す
る
い
ち
の
最
後
の
一
句
に
つ
い
て
は
︑
生
徒
は
ど
の

よ
う
な
感
想
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒

⑦

佐
佐
が
自
分
た
ち
を
殺
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
い
ち
が
︑

佐
佐
の
﹁
す
ぐ
に
殺
さ
れ
る
﹂
と
い
う
発
言
に
対
し
て
︑﹁
幕
府
の
言

っ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
﹂
と
皮
肉
に
言
っ
た
よ
う
に
し
て
い

る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
落
ち
着
い
て
い
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て

い
る
︒

⑧

こ
の
言
葉
に
は
お
上
に
対
す
る
牽
制
の
意
味
が
あ
る
と
思
う
︒
こ
の

言
葉
が
な
か
っ
た
場
合
︑
先
に
い
ち
達
が
殺
さ
れ
る
た
め
に
︑
い
ち
の

父
も
そ
の
後
に
殺
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
︑
こ
の
言
葉
を
言
っ
た
こ

と
に
よ
り
︑
佐
佐
の
プ
ラ
イ
ド
に
か
け
て
も
い
ち
を
殺
し
た
場
合
い
ち

の
父
を
解
放
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
︒
よ
っ
て
脅
し
で
あ
っ
た
は

ず
の
言
葉
が
自
分
が
感
情
を
高
ぶ
ら
せ
問
答
無
用
に
い
ち
や
そ
の
家
族

を
殺
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
︑
な
に
よ
り
不
意
打
ち
に
あ
い
︑
動
揺

し
た
上
に
︑
プ
ラ
イ
ド
が
邪
魔
を
し
て
︑
こ
の
一
連
の
事
件
を
な
か
っ

た
こ
と
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

い
ち
の
最
後
の
一
句
の
場
面
の
発
言
の
意
図
に
つ
い
て
は
︑
山
崎
一か

ず

穎ひ
で

氏
が

次
の
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
︒

咄
嗟
の
間
に
い
ち
は
①
身
代
り
が
聞
き
届
け
ら
れ
る
︒︵
父
が
助
け
ら
れ

る
︶
②
子
供
達
の
死
︒
③
父
の
顔
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
︒
と
い
う
順

序
で
考
え
て
み
る
︒
命
を
捨
て
る
決
意
は
②
③
に
対
し
て
恐
怖
も
不
満
も

な
い
︒
し
か
し
︑
い
つ
に
②
③
は
①
が
成
就
し
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
︒

身
代
わ
り
が
聞
き
届
け
ら
れ
て
父
が
助
け
ら
れ
る
と
い
う
確
証
が
得
ら
れ
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な
い
︒

そ
れ
故
に
土
壇
場
に
於
い
て
︑
い
ち
の
叡
智
は
︑
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
子

供
達
が
殺
さ
れ
︑
父
も
助
命
さ
れ
ぬ
事
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
疑

念
が
生
じ
︑
そ
の
危
機
感
が
身
代
わ
り
が
聞
き
届
け
ら
れ
︑
父
が
確
実
に

助
け
ら
れ
る
こ
と
の
念
押
し
が
︿
最
後
の
一
句
﹀
と
な
っ
た
と
言
え
る⑤

︒

私
も
こ
の
意
見
に
賛
成
す
る
︑
そ
れ
故
︑
こ
の
考
え
を
元
に
授
業
を
行
っ
た
︒

ま
た
︑
先
行
研
究
で
は
︑
こ
の
場
面
の
い
ち
の
心
理
を
︑﹁
無
条
件
の
肯
定
に

対
す
る
限
定
条
件
﹂
と
す
る
も
の⑥

︑﹁
反
語
﹂
と
す
る
も
の⑦

な
ど
が
あ
る
が
教

室
の
議
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
︒

Ｔ

：﹁
⑦
は
佐
佐
が
自
分
た
ち
を
殺
さ
な
い
︑
つ
ま
り
身
代
わ
り
を
聞
き
届

け
な
い
か
ら
言
っ
た
と
い
う
こ
と
︑
⑧
は
佐
佐
が
い
ち
達
を
殺
し
た
後
︑

父
も
殺
す
と
い
う
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
︑
っ
て
こ
と
︒
み
ん
な
は
ど
っ
ち

と
思
う
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
わ
か
ら
へ
ん
﹂

Ｔ

：﹁
こ
こ
ま
で
︑
一
貫
し
て
佐
佐
は
何
を
疑
っ
て
い
る
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
い
ち
達
が
﹃
人
に
教
唆
せ
ら
れ
た
﹄
の
で
は
な
い
か
っ
て
こ
と
︑﹃
上

を
偽
る
横
着
者
﹄
に
よ
っ
て
願
い
書
に
﹃
情
偽
﹄
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
﹂

Ｔ

：﹁
じ
ゃ
あ
︑
い
ち
は
そ
の
疑
い
を
わ
か
っ
て
る
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
わ
か
っ
て
る
︒
そ
の
直
前
に
佐
佐
が
い
ち
に
﹃
も
し
少
し
で
も
申
し

た
こ
と
に
ま
ち
が
い
が
あ
っ
て
︑
人
に
教
え
ら
れ
た
り
︑
相
談
し
た
り
し

た
の
な
ら
︑
今
す
ぐ
に
申
せ
﹄
っ
て
言
っ
て
る
﹂

Ｔ

：﹁
そ
こ
か
ら
考
え
た
ら
︑
も
し
︑
﹃
上
を
偽
る
横
着
者
﹄
が
い
た
と
し
た

ら
︑
い
ち
達
を
殺
さ
な
い
の
と
︑
い
ち
達
を
殺
し
て
太
郎
兵
衛
も
殺
す
の

と
ど
っ
ち
が
﹃
横
着
者
﹄
に
手
痛
い
？
﹂

Ｓ
�

：﹁
両
方
殺
す
方
？
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
や
ろ
ね
︒
太
郎
兵
衛
だ
け
殺
す
の
は
最
初
か
ら
な
ん
や
し
︑﹃
横

着
者
﹄
に
と
っ
て
大
し
た
痛
手
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
︑
両
方
殺
さ
れ
た
と

し
た
ら
︑
﹃
横
着
者
﹄

︱
例
え
ば
︑
お
ば
あ
様
と
か

︱
に
と
っ
て
痛

手
や
ろ
﹂

Ｓ
�

：﹁
先
生
︑
じ
ゃ
あ
こ
れ
は
︑
⑦
⑧
と
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
皮
肉
な

の
？
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
と
も
限
ら
ん
︒
む
し
ろ
︑
そ
う
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
と
思

う
︒
Ｓ
�

︑
そ
の
前
の
会
話
文
か
ら
読
ん
で
﹂

Ｓ
�

：﹁﹃
よ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
︒﹄
と
︑
同
じ
よ
う
な
冷
や
や
か
な
調
子

で
答
え
た
が
︑
少
し
間
を
お
い
て
︑
何
か
心
に
浮
か
ん
だ
ら
し
く
︑﹃
お

上
の
こ
と
に
ま
ち
が
い
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
﹄﹂

Ｔ

：﹁
こ
の
冷
や
や
か
さ
っ
て
そ
の
前
の
﹃
申
し
た
こ
と
に
ま
ち
が
い
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
﹄
っ
て
発
言
す
る
と
き
の
冷
や
や
か
さ
や
か
ら
︑
自
分
へ
の

自
信
な
ん
や
け
ど
︑
そ
の
後
で
ふ
と
思
い
つ
く
わ
け
や
﹂
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Ｓ
�

：﹁
い
ち
は
素
朴
に
口
に
し
た
︑
で
も
︑
そ
れ
が
佐
佐
達
に
と
っ
て
は
皮

肉
と
い
え
る
内
容
だ
っ
た
﹂

Ｔ

：﹁
そ
う
考
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
と
思
う
﹂

�

元
始
的
な
機
関
が
自
然
に
活
動
し
て

と
こ
ろ
が
第
六
の
場
面
で
の
結
末
は
言
葉
と
共
に
生
徒
に
わ
か
り
に
く
い
︒

い
ち
は
法
廷
劇
で
勝
利
し
た
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
と
直
接
関
係
な
い
﹁
元
始
的

な
機
関
﹂
の
活
動
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
事
を
説
明
し
た
︒
最
終
感
想
は
︑
第

六
の
場
面
の
簡
単
な
語
釈
と
︑﹁
元
始
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
原
始
﹂
と
同
じ
と
す
る

﹃
広
辞
苑
﹄
に
対
し
︑﹃
大
辞
林
﹄
で
は
﹁
物
事
の
は
じ
め
︒
お
こ
り
︒
ま
た
︑

年
の
は
じ
め
﹂
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
︒
ま
た
︑
授
業
中
で
も
触
れ

た
が
佐
佐
の
心
情
が
断
定
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
い
ち
の
心
情
が
常
に
﹁
よ

う
だ
﹂
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
た
︒
ま
た
︑﹁
マ
ル

チ
リ
ウ
ム
﹂
と
い
う
言
葉
は
本
来
︑
殉
教
の
意
で
あ
る
の
に
語
り
手
は
﹁
献

身
﹂
を
訳
語
と
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
促
し
た
︒
最
終
感
想
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
︒

⑩

僕
は
︑
こ
の
小
説
に
お
い
て
語
り
手
は
︑﹁
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
﹂︑
つ
ま

り
一
個
人
が
自
ら
の
信
念
な
ど
に
対
し
て
︑
自
ら
の
最
大
の
モ
ノ
で
あ

る
命
を
使
う
と
い
う
行
動
は
︑
徳
川
家
の
役
人
つ
ま
り
︑
権
力
を
持
っ

て
い
る
機
構
の
機
械
的
な
処
理
を
担
っ
て
い
る
部
分
を
動
か
す
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
根
拠
と

な
る
箇
所
は
い
く
つ
か
あ
る
︒

一
箇
所
目
は
︑﹁
し
か
し
︑
献
身
の
う
ち
に
潜
む
反
抗
の
矛
先
は
︑

い
ち
と
言
葉
を
交
え
た
佐
佐
の
み
で
は
な
く
︑
書
院
に
い
た
役
人
一
同

の
胸
を
も
刺
し
た
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
僕
は
こ
こ
を
い
ち
の

﹁
献
身
﹂
つ
ま
り
﹁
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
﹂
に
含
ま
れ
る
﹁
反
抗
の
矛
先
﹂

で
あ
る
い
ち
の
最
後
の
一
句
は
︑
佐
佐
と
﹁
書
院
に
い
た
役
人
一
同
﹂

つ
ま
り
権
力
者
の
﹁
胸
を
刺
し
た
﹂
つ
ま
り
心
を
動
か
し
た
の
だ
と
解

釈
し
た
︒

二
箇
所
目
は
﹁
当
時
の
行
政
司
法
の
元
始
的
な
機
関
が
自
然
に
活
動

し
て
い
ち
の
願
意
は
期
せ
ず
し
て
貫
徹
し
た
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

僕
は
こ
の
部
分
を
﹁
当
時
の
行
政
司
法
の
元
始
的
な
機
関
﹂
つ
ま
り
権

力
を
持
っ
て
い
る
機
構
の
機
械
的
な
処
理
を
担
っ
て
い
る
部
分
が
﹁
自

然
に
活
動
し
た
﹂︑
つ
ま
り
誰
か
ら
も
何
か
ら
も
影
響
を
受
け
ず
あ
く

ま
で
機
械
的
に
処
理
し
て
﹁
い
ち
の
願
意
は
期
せ
ず
し
て
貫
徹
し
た
﹂

つ
ま
り
︑
い
ち
の
意
図
や
行
動
と
は
あ
ま
り
関
係
な
し
に
い
ち
の
願
い

は
達
成
さ
れ
た
と
い
う
風
に
解
釈
し
た
︒
但
し
︑
い
ち
の
願
い
書
に
よ

っ
て
﹁
江
戸
へ
伺
い
中
日
延
べ
﹂
と
な
っ
た
事
が
な
け
れ
ば
︑
太
郎
兵

衛
は
ま
ず
間
違
い
な
く
死
罪
の
ま
ま
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の

で
全
く
無
駄
と
い
う
訳
で
は
な
い
と
思
う
︒
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よ
っ
て
僕
は
︑
語
り
手
は
個
人
が
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
個
人

の
行
動
や
心
ま
で
で
あ
り
︑
権
力
や
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
機
構
の
行
動

な
ど
を
動
か
す
こ
と
は
非
常
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

⑪

こ
の
小
説
で
は
︑
最
後
ま
で
い
ち
の
感
情
と
い
う
も
の
は
一
度
も
書

か
れ
な
か
っ
た
が
︑
こ
れ
は
読
者
の
い
ち
へ
の
感
情
移
入
を
防
ぐ
た
め

だ
と
自
分
は
考
え
て
い
る
︒
こ
の
小
説
は
い
ち
と
い
う
孝
行
娘
の
献
身

を
た
だ
つ
づ
っ
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
小
説
は
登
場
人
物
に

色
眼
鏡
を
つ
け
ず
客
観
的
に
見
て
初
め
て
本
質
を
理
解
で
き
る
も
の
だ

と
思
う
︒
話
の
中
で
い
ち
は
母
の
繰
り
言
を
聞
き
︑
父
の
罪
の
真
実
を

知
り
︑
父
の
助
命
を
決
心
し
た
︒
た
だ
︑
自
分
は
こ
の
い
ち
の
決
心
は

た
だ
家
族
を
救
う
と
い
う
思
い
の
み
で
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
思

う
︒
話
の
最
後
の
方
で
は
語
り
手
が
い
ち
の
行
動
と
﹁
マ
ル
チ
リ
ウ

ム
﹂
と
い
う
洋
語
を
つ
な
げ
る
発
言
を
す
る
︒
マ
ル
チ
リ
ウ
ム
と
は
殉

教
の
意
味
で
本
来
な
ら
教
え
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
を
い
う
︒
こ
れ
は
つ

ま
り
い
ち
は
父
と
い
う
﹁
人
物
﹂
だ
け
で
な
く
︑
本
来
不
必
要
な
罰
を

科
さ
れ
た
﹁
父
﹂
と
い
う
名
の
人
物
に
ふ
り
か
か
る
理
不
尽
を
正
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
い
ち
自
身
の
中
に
あ
る
﹁
教
え
﹂
の
た
め
に

身
を
捧
げ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
い
ち
は
そ
の
﹁
教

え
﹂
に
突
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
行
動
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
し
か
し
︑

作
中
で
の
取
り
調
べ
の
時
︑
ふ
と
奉
行
所
に
裏
切
ら
れ
る
可
能
性
が
頭

に
浮
か
ん
だ
︒
も
し
仮
に
い
ち
の
今
ま
で
の
行
動
が
全
て
計
画
通
り
だ

っ
た
の
な
ら
︑
裏
切
り
の
可
能
性
に
も
っ
と
早
く
に
気
づ
き
対
策
を
し

た
は
ず
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
い
ち
の
︑
今
ま
で
の
行
動
は
自
ら
の
教
え

に
動
か
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

さ
て
こ
の
小
説
に
は
も
う
一
人
の
中
心
人
物
が
い
る
︒
そ
れ
が
佐
佐

で
あ
る
︒
彼
の
感
情
は
小
説
の
中
で
か
な
り
鮮
明
に
書
か
れ
て
い
る
︒

自
分
は
こ
の
論
の
最
初
で
い
ち
の
感
情
が
書
か
れ
て
い
な
い
理
由
と
し

て
感
情
移
入
を
防
ぐ
た
め
︑
と
い
っ
た
が
︑
恐
ら
く
逆
に
語
り
手
は
佐

佐
の
方
に
感
情
移
入
し
て
ほ
し
い
の
で
は
な
い
か
︒
作
中
の
佐
佐
は
典

型
的
な
大
人
で
あ
り
︑﹁
教
え
﹂
の
た
め
に
自
ら
を
捧
げ
る
い
ち
と
は

正
反
対
の
人
物
で
あ
る
︒
実
際
に
︑
作
中
で
は
い
ち
の
行
動
が
理
解
で

き
て
い
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
︒
で
は
佐
佐
に
感
情
移
入
し
て
︑

語
り
手
は
読
み
手
に
何
を
考
え
て
ほ
し
い
の
か
︒
お
そ
ら
く
私
生
活
で

は
忘
れ
て
い
る
自
分
の
意
志
の
た
め
︑
他
人
の
た
め
に
何
か
を
つ
く
す

と
い
う
気
持
ち
で
は
な
い
か
︒
通
常
︑
人
は
自
分
の
意
志
で
は
な
く
︑

自
分
の
利
益
の
た
め
︑
ま
た
は
意
志
で
あ
っ
て
も
正
し
い
意
志
で
な
い

も
の
の
た
め
に
行
動
し
が
ち
で
あ
る
︒
実
際
そ
れ
が
当
た
り
前
な
の
だ

が
︑
語
り
手
は
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
な
の
で
︑
い

つ
も
通
り
自
分
た
ち
の
象
徴
で
あ
る
佐
佐
と
正
し
い
意
志
の
象
徴
で
あ
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る
い
ち
を
合
わ
せ
︑
対
立
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
︒

生
徒
た
ち
に
と
っ
て
︑
授
業
を
通
し
て
︑
い
ち
は
父
を
助
け
る
﹁
マ
ル
チ
リ

ウ
ム
﹂
と
い
う
思
想
を
体
現
す
る
人
物
と
し
て
映
っ
て
い
く
︒
そ
し
て
︑
そ
れ

は
﹁
元
始
的
﹂
と
さ
れ
る
権
力
の
機
械
的
︑
機
構
的
部
分
に
包
ま
れ
な
が
ら
も

そ
れ
と
対
局
に
認
識
さ
れ
て
い
く
︒
さ
ら
に
︑
生
徒
自
身
︑
自
ら
は
実
は
佐
佐

に
近
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
い
ち
の
境
地
に
は
ほ
ど
遠
い
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
︒

生
徒
た
ち
の
生
き
る
現
在
の
混
迷
す
る
世
界
の
中
で
も
︑
結
局
存
在
し
続
け

る
権
力
と
我
々
の
関
係
と
こ
の
作
品
が
地
続
き
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
︑
こ
こ

に
気
づ
か
せ
る
こ
と
に
こ
そ
﹁
最
後
の
一
句
﹂
の
教
材
価
値
は
あ
ろ
う
︒

注①

熊
谷
孝
﹃
文
体
づ
く
り
の
国
語
教
育

︱
創
造
と
変
格
へ
の
道

︱
﹄
三
省
堂
︑

一
九
七
〇
年
六
月
︑
二
九
八
頁
︒

②

牛
山
恵
﹁
多
義
的
な
読
み
へ
の
出
発

︱
﹃
走
れ
メ
ロ
ス
﹄﹃
最
後
の
一
句
﹄
を

例
に

︱
﹂﹃
教
育
科
学
国
語
教
育
﹄
一
九
八
六
年
七
月
︒

③

藤
本
千
鶴
子
﹁﹃
最
後
の
一
句
﹄
の
意
図

︱
大
逆
事
件
と
の
関
連

︱
﹂﹃
近
代

文
学
試
論
﹄
一
九
八
三
年
一
二
月
︒

④

高
野
光
男
﹁
物
語
を
越
え
て

︱
語
り
か
ら
読
む
﹃
最
後
の
一
句
﹄

︱
﹂﹃
日

文
協
国
語
教
育
﹄
二
〇
〇
九
年
一
一
月
︒

⑤

山
崎
一
穎
﹁﹃
最
後
の
一
句
﹄
論
攷
﹂﹃
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
﹄
一
九

九
〇
年
三
月
︒

⑥

長
谷
川
泉
﹃
森
鷗
外
論
考
﹄
明
治
書
院
︑
一
九
六
二
年
一
月
︑
三
七
一
頁
︒

⑦

小
泉
浩
一
郎
﹁
森
鷗
外
﹃
最
後
の
一
句
﹄
論

︱
そ
の
︿
最
後
の
一
句
﹀
を
め
ぐ

り
﹂﹃
森
鷗
外
研
究
﹄
一
九
八
七
年
五
月
︒

森
鷗
外
﹁
最
後
の
一
句
﹂
の
教
材
価
値
と
実
践
試
論

六
八


