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︱
幸
田
露
伴
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
考

︱

西

川

貴

子

は
じ
め
に

明
治
二
二
年
一
〇
月
に
雑
誌
﹃
都
の
花
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
幸
田
露
伴
﹁
あ
や

し
や
な
﹂
は
︑
同
誌
前
々
号
に
発
表
さ
れ
た
小
説
﹁
是
は
〳
〵
﹂︵
九
月
︶
と

と
も
に
︑
明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
探
偵
小
説
の
流
行
の
中
で
露
伴
が
書
い
た

も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
江
戸
川
乱
歩
が
︑
明
治
二
十
年

代
前
半
を
黒
岩
涙
香
の
翻
訳
探
偵
小
説
の
流
行
を
中
心
と
し
た
探
偵
小
説
隆
盛

期
の
第
一
の
時
期
と
称
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が①

︑
乱
歩
は
そ
の
際
︑﹁
是

は
〳
〵
﹂
と
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
も
そ
の
流
れ
の
中
で
書
か
れ
た
も
の
で
﹁
当
時

と
し
て
は
異
色
あ
る
短
篇
﹂
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る②

︒
乱
歩
が
︑
こ
の
二
作

品
の
ど
こ
を
﹁
異
色
﹂
と
捉
え
た
の
か
は
︑
そ
れ
以
上
の
記
述
が
な
い
た
め
不

明
で
あ
る
が
︑
伊
藤
秀
雄
は
︑﹁
あ
や
し
や
な
﹂
の
毒
殺
ト
リ
ッ
ク
︵
甘
汞
と

塩
酸
類
を
同
時
に
飲
ま
せ
る
こ
と
で
昇
汞
と
い
う
毒
物
を
生
成
さ
せ
た
︶
を

﹁
独
創
的
な
趣
向
﹂
と
い
い③

︑
内
田
隆
三
も
﹁
薬
学
的
な
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
た

毒
殺
事
件
を
取
り
扱
い
︑
ま
た
事
件
の
背
景
に
あ
る
﹁
過
去
の
探
究
﹂
も
あ
っ

て
︑
古
典
的
な
探
偵
小
説
の
形
式
を
そ
な
え
た
も
の
﹂
と
し
て④

︑
毒
殺
ト
リ
ッ

ク
に
お
け
る
当
時
と
し
て
の
新
し
さ
が
評
価
さ
れ
て
き
た
︒
し
か
し
同
時
に
内

田
は
︑
推
理
と
分
析
の
過
程
が
﹁
単
線
的
で
浅
﹂
く
︑
し
か
も
﹁
殺
さ
れ
た
被

害
者
の
幽
霊
が
探
偵
の
夢
に
出
て
き
て
事
件
解
決
の
糸
口
を
与
え
る
な
ど
︑
科

学
的
検
証
や
論
理
へ
の
志
向
が
中
途
半
端
﹂
で
あ
り
︑
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た

涙
香
﹃
無
惨
﹄
︵﹃
小
説
叢
﹄
明
22
・
�
︑
小
説
館
︶
に
比
べ
て
︑﹁
探
偵
小
説

と
し
て
の
意
識
や
構
成
は
ま
だ
幼
い
形
態
﹂
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
現
在
の

視
点
に
立
ち
︑
探
偵
小
説
の
発
展
の
歴
史
と
い
う
立
場
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る

と
︑
内
田
の
評
価
も
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑﹁
あ
や
し
や
な
﹂
に
お
け
る
﹁
幽
霊
﹂
の
出
現
を
単
に
探
偵
小
説

と
し
て
の
意
識
や
構
成
の
幼
さ
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
こ
と
に
は
留
保
が
必

﹁
法
﹂
と
﹁
幽
霊
﹂

二
二
〇



要
だ
ろ
う
︒
露
伴
が
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
執
筆
に
あ
た
っ
て
︑
探
偵
小
説
を
意
識

し
て
い
た
こ
と
は
︑
柳
田
泉
が
露
伴
自
身
か
ら
聞
い
た
と
い
う
︑﹁
漸
く
探
偵

小
説
流
行
の
兆
が
あ
る
の
を
見
て
︑
戯
れ
に
草
し
た
﹂
と
い
う
発
言
か
ら
も
う

か
が
え
る⑤

︒
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
﹁
探
偵
小
説
﹂﹁
裁
判
小
説
﹂
と
い
っ

た
角
書
も
特
に
な
い
︑
こ
の
小
説
を
露
伴
が
今
日
で
い
う
よ
う
な
意
味
で
の

﹁
探
偵
小
説
﹂
と
し
て
必
ず
し
も
書
い
た
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん

こ
こ
で
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
が
探
偵
小
説
か
否
か
︑
当
時
の
探
偵
小
説
と
い
う
ジ

ャ
ン
ル
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
る
つ
も
り
は
な

い
︒
た
だ
重
要
な
の
は
︑
今
日
か
ら
見
て
探
偵
小
説
と
し
て
は
﹁
幼
い
﹂
と
断

じ
ら
れ
た
︑
こ
の
小
説
に
お
け
る
﹁
幽
霊
﹂
の
出
現
こ
そ
︑
作
品
に
お
い
て
む

し
ろ
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
︒
本
論
で
は
︑
こ
の
﹁
あ

や
し
や
な
﹂
に
お
け
る
﹁
幽
霊
﹂
の
出
現
の
意
味
を
︑
黒
岩
涙
香
の
翻
訳
探
偵

小
説
等
と
比
較
し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
︒

�

ぶ
ら
い
と
の
捜
査
方
法

作
品
内
の
時
間
は
定
か
で
は
な
い
が
︑﹁
あ
や
し
や
な
﹂
の
舞
台
は
︑﹁
一
五

〇
弗ド
ル

﹂
や
﹁
貴
族
院
﹂︑﹁
伯
爵
﹂
な
ど
の
記
述
か
ら
︑
欧
米
が
想
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
︒
作
品
の
梗
概
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

ば
あ
ど
る
ふ
と
い
う
老
人
が
あ
る
日
突
然
死
に
不
審
だ
と
い
う
噂
が
流
れ
る
︒

そ
こ
で
︑
警
察
署
長
の
ぶ
ら
い
と
は
︑
こ
の
事
件
を
探
偵
を
使
っ
て
調
べ
出
す
︒

容
疑
者
と
し
て
︑
ば
あ
ど
る
ふ
の
若
い
妻
︑
彼
に
薬
を
処
方
し
て
い
た
医
者
︑

死
亡
当
日
訪
れ
レ
モ
ネ
ー
ド
を
与
え
た
︑
ば
あ
ど
る
ふ
の
友
人
・
伯
爵
し
ャ
い

ろ
ッ
く
が
浮
か
ぶ
が
︑
犯
人
が
確
定
で
き
な
い
で
い
る
と
こ
ろ
︑
医
者
の
薬

︵
甘
汞
︶
と
伯
爵
の
与
え
た
レ
モ
ネ
ー
ド
が
︑
そ
れ
自
体
に
は
害
は
な
い
も
の

の
︑
併
用
し
た
時
毒
物
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
さ
ら
に
ば
あ
ど
る
ふ
の
前
妻

を
見
つ
け
出
し
て
二
人
の
間
に
娘
が
お
り
︑
伯
爵
に
気
に
入
ら
れ
て
い
た
が
自

殺
し
た
こ
と
︑
娘
の
遺
書
を
見
た
伯
爵
が
ば
あ
ど
る
ふ
に
毎
月
金
を
払
っ
て
い

た
こ
と
を
探
り
出
す
も
の
の
︑
ぶ
ら
い
と
は
︑
伯
爵
が
故
意
に
殺
そ
う
と
し
た

の
か
事
故
だ
っ
た
の
か
断
定
で
き
な
い
で
い
た
︒
す
る
と
︑
夢
の
中
で
ば
あ
ど

る
ふ
の
幽
霊
が
︑
伯
爵
に
暴
行
さ
れ
娘
が
自
殺
し
た
こ
と
や
自
分
が
伯
爵
に
殺

さ
れ
た
こ
と
を
前
妻
に
訴
え
て
い
る
場
に
出
会
う
︒
ぶ
ら
い
と
は
︑
探
偵
を
伯

爵
の
召
使
い
と
し
て
送
り
こ
み
︑
毎
夜
︑
幻
燈
を
使
っ
て
ば
あ
ど
る
ふ
達
の
幽

霊
を
見
せ
︑
伯
爵
を
神
経
病
に
陥
ら
せ
る
︒
そ
し
て
病
を
治
す
不
思
議
な
力
を

持
つ
と
い
う
偽
の
行
者
を
引
き
合
わ
せ
て
︑
伯
爵
に
懺
悔
状
を
書
か
せ
た
後
︑

伯
爵
を
拘
引
・
死
罪
と
す
る
︒

ま
ず
︑
本
作
の
探
偵
役
で
あ
る
︑
警
察
署
長
ぶ
ら
い
と
に
つ
い
て
見
て
い
き

た
い
︒
ぶ
ら
い
と
は
︑
ば
あ
ど
る
ふ
の
死
に
方
が
怪
し
い
と
い
う
情
報
を
得
る

と
直
ち
に
︑
部
下
の
探
偵
を
使
っ
て
ば
あ
ど
る
ふ
の
周
辺
を
探
ら
せ
る
一
方
で
︑

ば
あ
ど
る
ふ
の
死
体
を
三
人
の
医
師
に
検
死
さ
せ
︑
三
人
全
員
が
死
因
を
毒
に

よ
る
も
の
だ
と
判
定
し
て
か
ら
は
じ
め
て
毒
殺
だ
と
断
定
す
る
︒
ま
た
︑
ば
あ

﹁
法
﹂
と
﹁
幽
霊
﹂

二
二
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ど
る
ふ
が
飲
ん
だ
物
に
関
し
て
も
︑
薬
と
の
併
用
の
効
果
に
気
づ
き
︑
化
学
分

析
所
と
官
立
医
院
の
両
方
に
再
度
調
査
を
依
頼
す
る
よ
う
な
︑
科
学
的
知
識
を

有
す
る
注
意
深
い
人
物
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
︑
ぶ
ら
い
と
の
主
な
捜
査
方
法
は
︑
証
拠
を
専
門
的
な
知
識
に

基
づ
き
慎
重
に
判
断
す
る
と
い
う
も
の
と
︑
探
偵
︵
密
偵
︶
を
用
い
た
身
辺
探

索
の
二
つ
が
取
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
う
し
た
捜
査
方
法
は
︑
当
時
の
日

本
の
社
会
に
お
い
て
も
推
奨
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
証
拠
を
専
門
的
な

知
識
に
基
づ
き
慎
重
に
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
︑
例
え
ば
︑
明
治

一
四
年
八
月
に
出
版
さ
れ
た
﹃
情
供
証
拠
誤
判
録
﹄︵
司
法
省
蔵
版
︑
高
橋
健

三
訳
︶
で
こ
の
方
法
が
い
か
に
重
要
か
が
説
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
書
は
ア
メ
リ

カ
で
出
版
さ
れ
た
︑
確
証
が
な
い
ま
ま
裁
か
れ
誤
審
と
な
っ
た
裁
判
例
を
集
め

た
も
の
で
︑
裁
判
に
携
わ
る
者
向
け
の
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑

涙
香
や
須
藤
南
翠
ら
に
も
読
ま
れ
た
本
で
あ
る⑥

︒
こ
の
書
の
﹁
序
﹂
で
は
︑
証

拠
人
が
語
っ
た
情
況
や
些
細
な
事
実
か
ら
事
件
を
推
論
す
る
こ
と
の
危
険
性
が

精
し
く
説
か
れ
て
い
る
︒﹁
蓋
シ
公
正
ノ
酌
奪
ヲ
行
ハ
ン
ト
欲
セ
ハ
苟
モ
先
ツ

基
本
基
ト
ス
ル
所
ノ
事
実
ヲ
シ
テ
明
晰
的
確
更
ニ
一
点
ノ
疑
ナ
カ
ラ
シ
メ
ス
ン

ハ
ア
ラ
サ
ル
ナ
リ
﹂
と
し
︑
ま
た
﹁
情
況
ナ
ル
モ
ノ
ゝ
誤
解
ヲ
生
シ
易
ク
シ
テ

然
カ
モ
同
一
ノ
情
況
ト
雖
モ
若
シ
其
判
者
ヲ
異
ナ
ラ
シ
メ
ハ
全
ク
表
裏
ノ
考
案

ヲ
下
タ
ス
ニ
至
ル
所
以
ノ
理
﹂
を
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
︒
そ
し
て
こ
こ

で
は
︑
誤
っ
て
毒
殺
事
件
と
さ
れ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
薬
を
飲
ん
で
直

後
に
死
ん
だ
と
い
う
情
況
︑
室
内
に
あ
っ
た
壜
に
毒
薬
と
似
た
香
が
し
た
と
い

う
こ
と
︑
死
体
を
解
剖
し
た
四
人
の
医
学
士
が
死
因
を
毒
と
判
定
し
た
こ
と
か

ら
︑
当
時
︑
医
術
界
で
そ
の
道
に
最
も
詳
し
い
医
師
が
解
剖
結
果
に
疑
義
を
抱

き
毒
殺
説
に
異
論
を
述
べ
て
い
た
の
を
無
視
し
︑
同
居
人
で
財
産
相
続
人
で
あ

る
者
が
犯
人
と
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
︒
本
書
で
は
︑
本
来
は
﹁
先
ツ
毒

薬
ヲ
用
フ
ル
ノ
実
否
如
何
ヲ
探
究
シ
テ
毫
髪
ノ
疑
モ
之
ヲ
遺
サ
ゝ
ラ
シ
ム
﹂
べ

き
で
︑
医
術
に
関
わ
る
意
見
の
信
否
は
特
に
意
見
を
述
べ
る
者
の
﹁
学
識
実
験

ノ
大
小
深
浅
﹂
に
関
わ
っ
て
お
り
︑
﹁
苟
モ
人
ノ
死
ヲ
致
ス
如
キ
綢
繆
錯
雑
ノ

原
因
ヲ
追
踪
セ
ン
ト
シ
若
ク
ハ
毒
薬
ノ
効
験
ヲ
究
知
セ
ン
ト
ス
ル
ニ
於
テ
若
シ

其
究
知
ノ
方
法
ニ
一
点
タ
リ
ト
モ
缼
漏
ア
ラ
ハ
則
チ
其
収
結
ニ
至
テ
モ
随
テ
亦

缼
漏
ヲ
免
カ
レ
サ
ル
所
以
ノ
理
ヲ
懇
示
シ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
未
タ
必
ス
シ
モ
四
医
員

ノ
口
供
ヲ
以
テ
心
足
セ
サ
ル
可
シ
﹂
と
注
意
し
て
い
る
︒
専
門
的
な
見
地
か
ら

多
く
の
証
拠
を
検
討
し
︑
確
証
を
得
て
か
ら
罪
と
判
定
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が

力
説
さ
れ
て
い
た
︒

ま
た
︑
二
つ
目
の
探
偵
を
用
い
た
探
索
に
関
し
て
は
︑
丸
亭
素
人
が
翻
訳
し

た
小
説
集
﹃
探
偵
譚
﹄︵
今
古
堂
︑
明
23
・
11
︶
の
﹁
序
﹂
で
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
︒
﹁
抑
も
探
偵
な
る
者
ハ
人
の
未
だ
見
ざ
る
所
未
だ
知
ら
ざ
る
所

を
覚
発
暴
露
し
能
く
悪
漢
を
し
て
高
枕
安
眠
せ
し
め
ず
何
に
依
て
彼
れ
能
く
他

人
の
心
腹
を
洞
察
し
得
る
や
岡
目
を
以
て
見
れ
バ
甚
だ
怪
し
む
な
し
と
雖
も
探

偵
に
ハ
探
偵
の
原
則
あ
り
﹂︒﹁
探
偵
﹂
に
よ
る
探
索
が
事
件
解
決
の
重
要
な
鍵

﹁
法
﹂
と
﹁
幽
霊
﹂

二
二
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を
握
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
実
際
︑
こ
の
時
期
の
日
本
で
も

多
く
の
探
偵
が
活
動
し
て
い
た
︒
新
聞
記
事
で
は
︑
探
偵
の
探
索
に
よ
っ
て
事

件
が
解
決
す
る
さ
ま
や⑦

警
察
署
の
探
偵
掛
の
動
向
な
ど
が
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず⑧

︑
偽
探
偵
ま
で
出
現
し
て
い
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い

る⑨

︒こ
の
よ
う
に
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
の
警
察
署
長
ぶ
ら
い
と
の
捜
査
方
法
は
当
時

の
日
本
に
お
い
て
も
推
奨
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
幽
霊
の
出
現
以
後
︑

ぶ
ら
い
と
は
今
ま
で
の
捜
査
方
法
を
変
え
︑
探
偵
を
使
っ
て
偽
の
幽
霊
や
偽
の

行
者
を
捏
造
し
伯
爵
を
騙
す
と
い
う
方
法
に
転
換
し
解
決
に
至
る
の
で
あ
る
︒

�

﹁
幽
霊
﹂
の
出
現

こ
こ
で
︑
作
品
内
の
幽
霊
が
ど
の
よ
う
に
登
場
す
る
か
を
見
て
み
た
い
︒

口
の
端
に
滴
る
血
し
ほ
も
生
々
し
く
︑
声
も
あ
や
し
く
う
ら
が
れ
て
︑

︵
略
︶
法
律
を
遁
る
︑
工
夫
を
な
し
︑︵
略
︶
あ
ら
う
ら
め
し
や
〳
〵
︑
ま

さ
し
く
我
は
謀
ら
れ
て
殺
さ
れ
た
れ
ど
︑
伯
爵
の
与
へ
し
物
は
毒
な
ら
ず
︑

よ
し
裁
判
に
訴
へ
て
も
あ
の
伯
爵
は
無
罪
に
て
︑
却
つ
て
そ
れ
を
訴
へ
し

者
は
人
を
誣
ふ
る
の
罪
に
落
る
べ
し
︑︵
略
︶
恨
を
報
ゆ
る
道
も
な
し
︑

た
の
み
に
な
ら
ぬ
人
の
世
の
法
律
こ
そ
は
価
値

ね

う

ち

な
き
︑
あ
ら
口
惜
し
の
も

の
な
れ
や
︑

幽
霊
は
︑
伯
爵
が
法
律
を
遁
れ
る
工
夫
を
し
て
い
る
た
め
︑
無
罪
と
な
る
こ

と
を
恨
み
︑﹁
人
の
世
の
法
律
﹂
に
は
価
値
が
な
い
と
訴
え
る
︒
つ
ま
り
︑
幽

霊
か
ら
見
た
時
︑
﹁
人
の
世
﹂
は
法
律
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
た
社
会
で
︑
法
律
の

枠
組
み
の
中
で
し
か
物
事
は
解
決
さ
れ
な
い
世
界
な
の
だ
︒
そ
し
て
︑
ぶ
ら
い

と
も
ま
た
︑
幽
霊
と
出
会
っ
た
あ
と
︑
次
の
よ
う
に
︑
幽
霊
の
価
値
観
を
受
け

入
れ
て
い
く
︒

あ
ま
り
の
怖
し
さ
に
声
も
出
ず
︑
苦
し
み
て
か
た
へ
を
向
け
ば
︑
あ

り
〳
〵
と
此
方
に
も
座
り
居
る
老
婆
の
ぼ
な
が
︑
何
と
て
あ
れ
程
に
う
な

さ
れ
給
ひ
し
︑
と
親
切
の
介
抱
︒
さ
て
は
思
ひ
寐
の
夢
︑
た
の
み
に
な
ら

ぬ
法
律
を
尊
ぶ
人
の
世
の
現
に
帰
り
し
か
と
︑
醒
て
も
鈍お
ぞ

ま
し
く
我
な
が

ら
茫
然
た
り
し
が
︑
︵
略
︶
ぼ
な
を
引
き
連
れ
︑
貧
民
院
に
行
し
ぶ
ら
い

と
の
心
の
内
こ
そ
あ
や
し
け
れ
︒
其
後
は
事
も
な
く
て
三
日
計
り
過
ぎ
し

が
︑
幽
霊
の
物
語
り
真
に
し
て
も
証
拠
に
は
な
ら
ず
︑
ま
し
て
や
当
に
な

ら
ぬ
五
臓
の
疲
れ
よ
り
起
り
し
事
取
る
に
足
ら
ず
と
︑
遂
に
は
決
断
や
な

し
た
り
け
ん
︑︵
略
︶

ぶ
ら
い
と
は
︑
﹁
人
の
世
﹂
が
﹁
た
の
み
に
な
ら
ぬ
法
律
を
尊
ぶ
﹂
も
の
で

あ
る
こ
と
を
︑
幽
霊
と
遭
遇
し
た
こ
と
に
よ
り
悟
る
の
で
あ
る
︒
語
り
手
は
︑

幽
霊
の
物
語
で
は
証
拠
に
な
ら
な
い
し
︑
幽
霊
の
出
現
も
五
臓
の
疲
れ
か
ら
見

え
た
つ
ま
ら
な
い
夢
と
し
て
ぶ
ら
い
と
は
捉
え
た
の
だ
ろ
う
か
と
︑
ぶ
ら
い
と

の
認
識
に
疑
問
を
挟
む
が
︑
し
か
し
︑
ぶ
ら
い
と
自
身
は
幽
霊
の
言
葉
を
否
定

し
て
い
な
い
︒

﹁
法
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﹂
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同
時
代
に
お
い
て
三
遊
亭
円
朝
﹃
真
景
累
ケ
淵
﹄︵
小
相
英
太
郎
筆
記
︑
明

21
・
�
︑
井
上
勝
五
郎
︶
の
﹁
幽
霊
と
云
ふ
も
の
ハ
無
い
全
く
神
経
病
だ
と
云

ふ
事
に
成
り
ま
し
た
﹂
と
い
う
有
名
な
セ
リ
フ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
幽
霊
の

存
在
は
も
は
や
単
純
に
は
信
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
殺
さ
れ
た

娘
が
幽
霊
と
な
っ
て
仇
討
を
す
る
よ
う
親
に
頼
ん
で
く
れ
と
訴
え
た
と
い
う
記

事
で
は
︑﹁
大
か
た
虚う
そ

で
有
ま
せ
う
﹂︵﹁
機
屋
の
幽
霊
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
明
19
・

�
・
12
︶
と
付
言
さ
れ
︑
幽
霊
が
出
る
と
い
う
記
事
が
出
た
翌
日
に
は
﹁
何
者

か
の
虚
構
に
出
た
る
も
の
に
て
事
実
無
根
﹂
と
し
て
取
消
記
事
︵﹃
東
京
朝
日

新
聞
﹄
明
21
・
�
・
12
︶
が
出
さ
れ
る
な
ど
︑
幽
霊
話
は
何
の
弁
明
も
せ
ず
に

は
語
り
に
く
い
も
の
だ
っ
た
︒
し
か
し
幽
霊
の
話
は
依
然
と
し
て
読
者
の
興
味

を
引
く
も
の
で
あ
り
︑
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
真
の
怪
し

き
も
の
は
決
し
て
い
な
い
と
断
じ
︑
幻
燈
を
使
っ
て
幽
霊
や
妖
怪
が
映
し
出
せ

る
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
た
書
も
出
て
い
た
︵﹁
又
戯
造

た
は
む
れ

に
て
︒
奇
怪

の
状
貌

か

た

ち

を
写
し
出
す
幻
燈
と
い
ふ
も
の
あ
り
﹂
東
江
楼
主
人
編
﹃
童
蒙
辨
惑

珍
奇

物
語
﹄︵
初
篇
上
︶
明
�
︑
東
江
楼
︶
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
幻
燈
を
使
っ
て
幽

霊
を
作
り
出
す
ぶ
ら
い
と
も
ま
た
︑
幽
霊
の
存
在
を
一
見
信
じ
て
い
な
い
か
の

よ
う
に
も
見
え
る
︒
し
か
し
幽
霊
の
言
葉
に
則
る
形
で
︑
伯
爵
を
追
い
つ
め
る

ぶ
ら
い
と
は
︑
む
し
ろ
幽
霊
の
代
行
を
し
て
い
た
と
い
え
︑
伯
爵
に
と
っ
て
も

幽
霊
が
脅
威
と
な
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
最
終
的
に

は
︑
ぶ
ら
い
と
は
伯
爵
の
懺
悔
状
を
証
拠
に
罪
を
立
証
す
る
の
で
あ
り
︑﹁
噫あ
ゝ

お
そ
ろ
し
き
ぶ
ら
い
と
の
智
恵
︑
法
律
に
の
ら
ぬ
を
法
律
で
罰
す
る
と
︑
聞
く

人
舌
を
捲
く
﹂
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
︑
伯
爵
の
罪
も
法
律
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る

の
だ
が
︑
幽
霊
が
語
っ
た
法
律
へ
の
不
信
感
は
ぶ
ら
い
と
に
も
共
有
さ
れ
て
い

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
ぶ
ら
い
と
は
偽
の
行
者
を
使
っ
て
伯
爵
を
騙
す
の
だ
が
︑
こ
の
時
期

の
日
本
で
は
︑
刑
法
第
四
二
七
条
で
﹁
十
一

流
言
浮
説
ヲ
為
シ
テ
人
ヲ
誑
惑

シ
タ
ル
者
﹂﹁
十
二

妄
ニ
吉
凶
禍
福
を
説
キ
又
ハ
祈
禱
符
呪
等
ヲ
為
シ
人
ヲ

惑
ハ
シ
テ
利
ヲ
図
ル
者⑩

﹂
は
違
警
罪
と
し
て
処
分
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
︑

悪
質
と
み
な
さ
れ
た
場
合
︑
﹁
祈
禱
符
呪
﹂
で
人
を
惑
わ
し
た
者
は
時
に
は
法

律
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
て
い
た
︒
実
際
に
︑
こ
の
時
期
︑
加
持
祈
禱
に
関
わ
る

違
警
罪
犯
罪
者
が
捕
ら
え
ら
れ
て
お
り
︑
﹁
神
仏
を
医
視
し
禁
呪
を
薬
剤
視
す

る
勿
れ
﹂︵
食
山
人
︑
﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
明
18
・
�
・
16
︶
と
い
う
注
意
も
喚

起
さ
れ
て
い
る⑪

︒
ぶ
ら
い
と
が
︑
幽
霊
や
︑
日
本
の
﹁
法
﹂
で
は
取
り
締
ま
ら

れ
る
対
象
と
も
な
り
か
ね
な
い
行
者
を
使
い
︑
伯
爵
も
ま
た
幽
霊
の
存
在
を

﹁
神
経
病
﹂
と
捉
え
よ
う
と
し
つ
つ
も
行
者
の
祈
念
に
よ
る
治
癒
を
信
じ
て
懺

悔
状
を
作
っ
て
騙
さ
れ
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
た
と
え
否
定
さ
れ
よ

う
と
︑﹁
法
﹂
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
ら
れ
よ
う
と
︑
人
は
ど
こ
か
で
幽
霊
や
行

者
の
奇
蹟
を
信
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
︑
こ
こ
で
示
唆
さ
れ
て

い
る
︒

こ
の
よ
う
に
作
品
内
で
は
﹁
人
の
世
の
法
律
﹂
の
価
値
へ
の
疑
問
が
書
き
込
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ま
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
特
に
注
意
し
た
い
の
が
︑﹁
あ
や
し
や
な
﹂
が

発
表
さ
れ
る
八
ヶ
月
前
に
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
が
発
布
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
︒
大
日
本
帝
国
憲
法
は
︑
実
際
の
内
容
自
体
は
と
も
か
く
︑
発
表
当
時
に

お
い
て
は
︑﹁
東
洋
の
極
端
に
於
て
︑
立
憲
政
治
を
夢
に
も
見
た
る
こ
と
な
き

黄
色
人
種
に
於
て
︑
百
年
の
歳
月
に
﹂
出
て
来
た
も
の
で
あ
り
︑﹁
我
か
国
民

を
し
て
法
律
に
依
る
に
あ
ら
す
し
て
︑
逮
捕
監
禁
審
問
処
罰
を
受
く
る
こ
と
な

ら
し
め
﹂﹁
凡
そ
国
民
と
し
て
有
す
へ
き
権
利
﹂
を
全
て
明
文
化
し
て
確
定
し

た
も
の
で
︑
そ
の
威
力
に
よ
っ
て
﹁
我
か
国
民
は
永
く
自
由
の
民
な
ら
ん
﹂

︵﹁
帝
国
憲
法
を
拝
読
す
﹂﹃
国
民
之
友
﹄
明
22
・
�
︶︑﹁
国
家
を
維
持
す
る
も

の
ハ
憲
法
な
り
憲
法
を
維
持
す
る
も
の
ハ
国
民
な
り
﹂︵﹁
願
く
ハ
憲
法
と
情
死

せ
ん
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
明
22
・
�
・
�
︶
と
い
う
よ
う
に
称
え
ら
れ
た
︒
法
文

に
よ
っ
て
君
主
と
政
府
と
の
権
限
を
定
め
︑
人
民
の
権
利
や
自
由
を
明
ら
か
に

し
た
と
さ
れ
た
憲
法
の
発
布
は
︑
日
本
が
欧
米
列
強
国
に
仲
間
入
り
を
す
る
大

き
な
一
歩
と
な
る
東
洋
未
曾
有
の
盛
事
と
し
て
好
意
的
に
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ

り
︑
憲
法
発
布
を
祝
し
て
お
祭
り
騒
ぎ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
︒﹃
都
の
花
﹄
に

掲
載
さ
れ
た
︑
山
田
美
妙
の
小
説
﹁
国
の
花
﹂︵
明
22
・
�
︶
は
︑
憲
法
発
布

前
︑
発
布
の
日
︑
発
布
後
の
人
び
と
の
様
子
を
面
白
お
か
し
く
描
い
た
も
の
で

あ
る
が
︑﹁
憲
法
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
も
の
の
祭
り
と
聞
い

て
騒
ぐ
者
や
便
乗
し
て
金
儲
け
を
し
よ
う
と
す
る
者
︑
着
飾
っ
た
自
分
の
姿
を

人
に
見
せ
る
べ
く
新
調
し
た
肩
掛
を
つ
け
て
出
か
け
た
も
の
の
人
込
み
で
汚
し

て
し
ま
う
娘
︑
わ
け
も
わ
か
ら
ず
一
儲
け
し
た
た
め
に
か
え
っ
て
散
財
す
る
者

な
ど
を
取
り
上
げ
︑﹁
兎
に
も
角
に
も
め
で
た
い
憲
法
の
発
布
︒
憲
法
の
意
味

を
知
ら
ぬ
な
が
ら
も
猶
さ
わ
ぐ
殊
勝
さ
﹂
と
憲
法
発
布
を
称
え
つ
つ
も
︑
事
態

が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
浮
か
れ
る
人
々
の
姿
が
諷
刺
さ
れ
て
い
る
︒

﹁
あ
や
し
や
な
﹂
が
発
表
さ
れ
た
時
期
は
︑
憲
法
が
発
布
さ
れ
︑
憲
法
や
そ

れ
に
付
随
す
る
﹁
法
﹂
へ
の
興
味
が
高
ま
り
は
じ
め
た
時
期
で
あ
っ
た⑫

︒
有
賀

長
雄
編
述
﹃
国
家
学
﹄
︵
明
22
・
�
︑
牧
野
書
房
︶
︑
関
直
彦
﹃
大
日
本
帝
国
憲

法
﹄︵
明
22
・
�
︑
三
省
堂
︶
な
ど
の
多
く
の
注
釈
書
が
出
版
さ
れ
︑﹃
都
の

花
﹄
の
広
告
に
も
掲
載
さ
れ
る
な
ど
︑
司
法
権
の
位
置
づ
け
や
法
律
を
重
視
す

る
立
場
が
説
か
れ
た
時
期
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
中
で
︑﹁
あ
や

し
や
な
﹂
が
あ
え
て
﹁
人
の
世
の
法
律
﹂
の
限
界
を
幽
霊
に
語
ら
せ
て
い
る
こ

と
は
重
要
だ
︒
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
︑
同
時
期
の
犯
罪
を
め
ぐ
る
小
説
が

﹁
法
﹂
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
︑
比
較
し
て
み
た
い
︒

�

犯
罪
を
め
ぐ
る
小
説
と
﹁
法
﹂

憲
法
発
布
前
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
︑
﹁
西
洋
小
説
﹂
を
﹁
奪
骨
﹂

︵﹁
序
﹂︶
し
た
柳
下
亭
美
登
利
﹃
法
理
小
説

百
難
錦
﹄︵
明
20
・
11
︑
榮
泉
堂
︶
は
︑

タ
イ
ト
ル
に
﹁
法
理
小
説
﹂
と
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
︑

登
場
人
物
や
語
り
手
の
言
葉
を
借
り
て
︑
﹁
法
﹂
に
よ
る
統
治
の
重
要
性
が
説

か
れ
た
小
説
で
あ
る
︒
こ
の
話
は
︑
父
親
を
逆
恨
み
で
殺
さ
れ
︑
ま
た
そ
の
こ

﹁
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と
が
原
因
で
母
も
病
死
し
て
し
ま
っ
た
理
古
多
律

リ

ク

ト

ル

が
復
讐
し
よ
う
と
犯
人
を
探

し
出
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
法
学
に
明
る
い
叔
父
に
育
て
ら
れ
︑
自
身
も
法

学
を
学
ん
だ
理
古
多
律
は
︑
叔
父
の
﹁
人
々
自
己
の
権
利
を
保
護
し
正
当
に
自

己
の
自
由
を
行
ふ
を
得
る
と
雖
も
若
し
も
人
自
己
の
権
利
を
害
し
自
己
の
自
由

を
妨
げ
た
る
と
き
之
を
処
分
す
る
の
権
利
ハ
既
に
自
分
の
身
に
ハ
な
く
し
て
政

府
に
属
す
る
な
り
﹂
と
い
う
諫
め
を
受
け
︑
自
身
の
手
で
犯
人
を
成
敗
し
た
い

の
を
我
慢
し
︑
探
し
出
し
た
犯
人
を
﹁
法
﹂
の
裁
き
に
委
ね
︑
後
年
︑
裁
判
長

と
し
て
名
望
を
得
る
︒
こ
の
話
で
は
︑
犯
人
の
素
性
は
最
初
か
ら
わ
か
っ
て
お

り
︑
理
古
多
律
と
従
兄
妹
と
の
ロ
マ
ン
ス
と
並
行
し
て
犯
人
側
の
逃
走
中
の
ロ

マ
ン
ス
な
ど
も
語
ら
れ
て
い
る
︒
い
わ
ば
︑
話
の
焦
点
は
︑
理
古
多
律
が
犯
人

を
ど
の
よ
う
に
し
て
見
つ
け
る
の
か
︑
ま
た
犯
人
と
ど
の
よ
う
な
形
で
対
決
す

る
の
か
に
あ
る
と
い
え
︑
旅
の
途
中
で
偶
然
遭
遇
し
た
諍
い
を
法
律
に
照
ら
し

て
収
め
る
な
ど
︑﹁
完
全
無
欠
の
法
律
﹂
の
存
在
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
同
時
期
の
黒
岩
涙
香
の
翻
訳
探
偵
小
説
で
は
︑﹁
法
﹂
は
︑
そ
こ

ま
で
無
邪
気
に
信
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
︒
例
え
ば
︑
ガ
ボ
リ
オ
﹃
首
の
綱
﹄

︵
“L
a
C
o
rd
e
a
u

c
o
u
”︶
の
翻
案
で
あ
る
﹃
仏
蘭
西
小
説

有
罪
無
罪
﹄︵
黒
岩
涙

香
訳
︑
明
22
・
11
︑
魁
真
楼
：
初
出
﹃
絵
入
自
由
新
聞
﹄
明
21
・
�
・
�
～

11
・
28
︶
で
は
︑
無
実
で
あ
り
な
が
ら
︑
名
誉
を
重
ん
じ
て
犯
行
当
日
の
行
動

に
つ
い
て
弁
明
で
き
ず
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
た
ま
ま
拘
留
さ
れ
て
い
る
武
保
を
説

得
す
る
︑
弁
護
人
の
大
川
の
言
葉
が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

裁
判
ハ
虚う

そ

の
闘
ひ
な
り
検
察
官
︑
虚
に
巧
み
な
る
時
は
罪
無
き
人
を
罪
に

落
し
︑
弁
護
人
虚
に
巧
み
な
る
時
ハ
判
事
を
言
纏く
る

め
て
罪
あ
る
人
を
無
罪

と
為
す
︑
裁
判
の
勝
負
は
全
く
虚
の
巧
拙
に
在
り
︑
去
れ
ば
大
川
万
英
は

武
保
を
弁
護
す
る
に
も
証
拠
の
不
充
分
な
る
事
実
を
言
立
ん
よ
り
尤
も
ら

し
き
虚
を
作
り
判
事
の
心
を
暗
す
に
如
く
ハ
な
し
と
の
事
を
述
立
し
に

最
終
的
に
は
真
犯
人
が
つ
か
ま
り
︑
武
保
の
無
実
が
証
明
さ
れ
る
こ
の
小
説

は
︑﹁
序
﹂
で
涙
香
自
ら
述
べ
て
い
る
通
り
﹁
犯
罪
の
露
見
よ
り
説
起
し
其
原

因
を
尋
ね
其
罪
を
糺
す
ま
で
の
事
を
記
し
た
る
﹂
﹁
西
洋
に
て
探
偵
小
説
︵
デ

テ
ク
チ
ヴ
︑
ス
ト
ー
リ
ー
︶
と
称
す
る
者
の
類
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
同
時
に

﹁
其
主
意
は
唯
だ
人
間
裁
判
の
難
き
事
を
示
し
法
律
家
が
濫
り
に
法
律
を
使
用

し
て
輙
く
人
の
罪
を
定
ん
と
す
る
の
非
な
る
を
知
ら
し
む
る
に
在
る
な
り
﹂
と

い
う
︑
法
律
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
慎
重
に
な
る
べ
き
こ
と
を
説
き
お
こ
し

た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
涙
香
は
︑
い
く
ら
﹁
法
理
﹂
に
明
る
く
て
も
︑
﹁
証
拠
﹂

が
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
が
必
ず
し
も
正
し
い
も
の
と
は
限
ら
な
い
の
で
︑﹁
法
﹂

を
用
い
る
側
の
意
識
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
作
品
の
主
眼
を
置
い
て
い
た
︒

さ
ら
に
︑
涙
香
は
﹃
裁
判
小
説

人
耶
鬼
耶
﹄︵
明
21
・
12
︑
小
説
館
︶
で
︑﹁
法
﹂

自
体
に
関
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
︒

﹃
人
耶
鬼
耶
﹄
は
︑
ガ
ボ
リ
オ
﹃
ル
ル
ー
ジ
ュ
事
件⑬

﹄
を
翻
案
し
た
も
の
で
︑

﹁
事
柄
の
疑
は
し
く
罪
人
の
判
し
難
き
﹂
﹁
大
疑
獄
﹂︵
﹁
緒
言
﹂
︶
を
記
し
た
も

の
で
あ
る
︒﹁
世
の
探
偵
に
従
事
す
る
も
の
を
し
て
其
職
の
難
き
を
知
ら
し
め

﹁
法
﹂
と
﹁
幽
霊
﹂
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又
世
の
裁
判
官
た
る
も
の
を
し
て
判
決
の
苟
し
く
も
す
べ
か
ら
ざ
る
を
悟
ら
し

め
ん
が
為
﹂
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
主
意
は
︑﹃
有
罪
無
罪
﹄
と
同
様
だ
が
︑

こ
こ
で
は
﹁
一
ハ
人
権
の
貴
き
を
示
し
一
ハ
法
律
の
軽
々
し
く
用
ゆ
べ
か
ら
ざ

る
を
示
さ
ん
と
欲
す
る
な
り
﹂︵﹁
緒
言
﹂︶
と
︑﹁
人
権
﹂
と
﹁
法
律
﹂
の
問
題

が
俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
伊
藤
秀
雄
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
通
り⑭

︑﹃
人

耶
鬼
耶
﹄
で
は
︑
最
終
場
面
に
あ
た
る
第
四
四
章
︑
四
五
章
が
﹃
ル
ル
ー
ジ
ュ

事
件
﹄
と
は
大
き
く
変
え
ら
れ
て
い
る
︒
特
に
注
目
す
べ
き
は
︑
そ
の
結
末
だ

ろ
う
︒﹃
ル
ル
ー
ジ
ュ
事
件
﹄
で
は
︑
警
察
に
追
い
つ
め
ら
れ
た
犯
人
ノ
エ
ル

が
自
害
し
た
後
︑
ノ
エ
ル
の
罠
に
は
ま
り
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
い
た
ア
ル
ベ
ー

ル
と
︑
ア
ル
ベ
ー
ル
の
無
実
を
証
明
す
べ
く
奔
走
し
た
許
嫁
の
ク
レ
ー
ル
は
結

婚
し
︑
ノ
エ
ル
の
恋
人
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
も
立
ち
直
り
︑
ま
た
ク
レ
ー
ル
に
片
想

い
を
し
て
い
た
判
事
ダ
ビ
ュ
ロ
ン
も
判
事
を
辞
め
故
郷
に
帰
る
な
ど
︑
事
件
と

決
別
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
日
常
に
戻
っ
て
い
く
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑

た
だ
一
人
︑
ノ
エ
ル
と
親
し
く
し
て
お
り
︑
真
相
解
明
に
尽
力
し
た
探
偵
タ
バ

レ
だ
け
は
︑
事
件
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ず
︑
も
は
や
以
前
の
よ
う
に
司
法
を
無

批
判
に
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
︑
死
刑
廃
止
の
請
願

書
に
署
名
を
し
て
︑
無
実
の
貧
し
い
被
告
人
を
救
済
す
る
団
体
を
つ
く
ろ
う
と

し
て
い
る
と
い
う
形
で
終
わ
っ
て
い
る
︒

一
方
︑﹃
人
耶
鬼
耶
﹄
で
は
︑
追
い
つ
め
ら
れ
た
犯
人
澤
田
實
︵
＝
ノ
エ
ル
︶

と
恋
人
お
理
榮
︵
＝
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
︶
は
金
と
遺
書
を
残
し
て
自
害
す
る
︒
そ

し
て
︑
そ
の
遺
言
に
感
じ
入
っ
た
探
偵
散
倉
︵
＝
タ
バ
レ
︶
は
事
件
の
関
係
者

の
賛
同
を
得
て
︑
澤
田
實
と
お
理
榮
名
義
で
寄
付
を
募
り
万
国
死
刑
廃
止
協
会

を
設
置
す
る
︒
会
長
に
は
散
倉
が
︑
副
会
長
に
は
事
件
後
︑
判
事
を
辞
め
た
田

風
呂
︵
＝
ダ
ビ
ュ
ロ
ン
︶
が
就
任
し
︑
協
会
の
玄
関
に
は
實
と
お
理
榮
の
肖
像

を
掲
げ
︑
協
会
の
主
意
を
書
い
た
も
の
に
付
録
と
し
て
こ
の
物
語
を
添
え
︑

﹁
万
国
の
義
人
﹂
に
配
り
﹁
訳
者
涙
香
も
図
ら
ず
一
本
を
得
た
﹂
と
あ
る
︒
さ

ら
に
︑
散
倉
と
田
風
呂
は
死
刑
廃
止
の
主
義
を
演
説
し
な
が
ら
世
界
を
巡
廻
す

る
旨
が
︑
フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
紙
で
報
じ
ら
れ
︑﹁
吾
等
が
読
者
と
共
に
︑
禿
頭

老
人
の
熱
心
な
る
演
説
を
厚
生
館
中
に
聞
く
も
両
三
年
の
中
に
在
る
べ
き
か
﹂

と
さ
れ
て
い
る
︒﹃
ル
ル
ー
ジ
ュ
事
件
﹄
に
も
死
刑
廃
止
の
請
願
書
の
話
は
あ

る
が
︑
タ
バ
レ
だ
け
の
個
人
的
な
活
動
で
終
わ
っ
て
お
り
︑﹃
人
耶
鬼
耶
﹄
の

よ
う
に
大
々
的
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
實
と
お
理
榮
の
次
の
よ
う
な

遺
書
も
﹃
ル
ル
ー
ジ
ュ
事
件
﹄
に
は
な
い
︒

世
に
裁
判
ほ
ど
誤
り
の
多
き
者
ハ
な
し
︑
誤
ま
り
と
知
ら
す
し
て
無
罪
の

人
を
死
刑
に
処
す
る
も
亦
多
し
一
た
び
死
刑
に
処
し
た
る
後
ハ
︑
死
人
に

口
な
し
其
誤
ち
を
知
る
に
由
な
し
之
を
知
る
は
再
び
命
を
償
ふ
の
道
な

し
︑
余
ハ
足
下
の
如
き
義
に
勇
む
人
々
が
一
日
も
早
く
万
国
死
刑
廃
止
協

会
を
設
け
ん
事
を
望
む
な
り
︑
︵
略
︶
余
ハ
喜
ん
て
此
金
子
を
寄
付
す
る

な
り
以
て
其
創
業
費
の
一
端
に
充
ら
る
れ
バ
余
と
お
理
榮
嬢
が
死
後
の
幸

な
り
︒

﹁
法
﹂
と
﹁
幽
霊
﹂
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こ
こ
で
は
︑﹁
法
﹂
の
扱
い
方
の
み
な
ら
ず
︑
死
刑
を
執
行
す
る
現
行
の
法

律
に
対
す
る
疑
念
が
明
示
さ
れ
︑
日
本
の
﹁
現
在
﹂
の
読
者
の
現
実
と
も
接
続

さ
せ
る
形
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
探
偵
小
説
・
裁
判
小
説
で
は
︑
最
終

的
に
犯
人
が
明
ら
か
に
な
り
﹁
法
﹂
の
下
に
罪
が
裁
か
れ
終
結
し
て
い
く
︒
し

た
が
っ
て
裁
判
や
法
律
の
限
界
を
訴
え
て
終
わ
る
こ
の
小
説
は
︑
同
時
期
の
他

の
小
説
と
比
較
し
て
も
異
質
だ
と
い
え
る
︒
し
か
し
一
方
で
は
︑
探
偵
︵
裁

判
︶
小
説
で
は
︑
最
終
的
に
明
か
さ
れ
る
﹁
真
実
﹂
に
至
る
ま
で
に
紆
余
曲
折

が
あ
り
︑
そ
れ
ま
で
に
無
数
の
誤
っ
た
逮
捕
・
裁
判
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒

探
偵
︵
裁
判
︶
小
説
に
お
け
る
﹁
捜
査
の
線
形
的
な
性
格
は
︑
強
度
の
エ
ン
ト

ロ
ピ
ー
︑
複
数
の
手
が
か
り
や
何
人
も
の
競
合
す
る
容
疑
者
や
誤
っ
た
推
理
の

筋
道
の
増
幅
の
中
に
具
体
化
さ
れ
る
情
報
の
拡
散
性
を
包
み
隠
し
て
い
る
に
す

ぎ
﹂
ず
︑﹁
約
束
ど
お
り
の
結
末
が
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
て
く
れ
る
と
し
て
も
︑

そ
こ
に
は
︑
な
ん
ら
か
の
断
片
性
と
不
調
和
が
存
在
し
て
い
る⑮

﹂︒
裏
を
返
せ

ば
︑
探
偵
︵
裁
判
︶
小
説
で
は
現
実
で
も
起
こ
り
得
る
よ
う
な
︑﹁
法
﹂
に
基

づ
く
捜
査
や
裁
判
へ
の
不
信
が
隣
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
人

耶
鬼
耶
﹄
は
そ
う
し
た
不
信
を
死
刑
廃
止
論
と
絡
め
る
形
で⑯

︑
あ
か
ら
さ
ま
に

示
し
た
小
説
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
こ
の
時
期
の
犯
罪
を
め
ぐ
る
小
説
で
は
︑﹁
法
﹂
の
行
使
の
仕

方
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
︒
こ
の
他
︑﹁
材
料
を
探
偵
吏
の
手
帳
︑
日
記
︑
報

告
等
﹂
に
と
っ
た
と
い
う
︑
千
原
伊
之
吉
訳
﹃
摘
蔭
発
微

奇
獄
﹄︵
明
21
・
11
︑

日
本
同
盟
法
学
会
︶
で
も
︑﹁
人
多ク
㆓ シ
テ

伎
巧
㆒

奇
物
滋
々
起リ

︒
法
令
滋
々
彰シ
テ

盗

賊
多ク

有リ

﹂
と
老
子
の
言
葉
を
引
用
し
︑
法
律
が
明
細
に
規
定
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る

ほ
ど
法
律
の
網
の
目
を
く
ぐ
る
悪
知
恵
が
発
達
す
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
︒

そ
し
て
︑
だ
か
ら
こ
そ
︑
犯
罪
を
犯
す
者
の
心
を
よ
く
知
り
心
の
誠
を
求
め
る

と
い
う
﹁
探
偵
ノ
原
則
﹂
を
今
こ
そ
学
ぶ
必
要
が
あ
る
こ
と
︵﹁
奇
巧
ノ
滋
々

多
ク
起
ル
ヲ
知
リ
亦
心ノ

誠
求メ
㆑

之ヲ

ハ
終
ニ
其
情
ヲ
得
ヘ
キ
ヲ
知
リ
以
テ
其
路
ニ

当
ラ
ハ
其
極
終
ニ
無
為ニ
シ
テ

而
民
自
化シ

︒
無
欲ニ
シ
テ

而
民
自
ラ

樸
ナ
ル
ノ
域
ニ
至
ラ

ン
︒﹂︶
が
説
か
れ
て
い
る
︒

法
律
が
明
細
に
さ
れ
る
ほ
ど
︑
悪
知
恵
も
発
達
す
る
と
い
う
鼬
ご
っ
こ
の
中

で
︑
人
の
心
は
果
た
し
て
ど
の
よ
う
に
探
偵
・
捜
査
す
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

�

﹁
法
﹂
と
﹁
幽
霊
﹂

﹁
あ
や
し
や
な
﹂
で
は
︑
幽
霊
の
存
在
の
他
に
も
︑﹁
天
の
道
﹂
や
﹁
神
﹂
と

い
う
言
葉
が
何
度
か
出
て
く
る
︒
例
え
ば
︑
ぶ
ら
い
と
が
わ
ざ
と
ば
あ
ど
る
ふ

の
事
故
死
を
発
表
し
伯
爵
も
無
事
に
選
挙
に
当
選
し
た
時
の
語
り
手
の
言
葉
に

﹁
世
の
法
律
を
こ
そ
く
ゞ
る
べ
け
れ
︑
天
の
道
を
ば
何
の
免
る
べ
き
﹂
と
あ
り
︑

ば
あ
ど
る
ふ
の
幽
霊
︵
実
際
は
幻
燈
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
︶
に
悩
ま
さ
れ

た
伯
爵
の
心
情
が
語
ら
れ
る
場
面
で
﹁
天
の
道
に
背
き
し
昔
を
悔
い
︑
神
に
も

今
は
見
放
さ
れ
て
か
と
歯
を
く
ひ
し
ば
る
も
数
々
な
り
し
が
﹂
と
あ
る
︒
天
の
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道
も
神
も
﹁
人
の
世
﹂
と
は
別
の
秩
序
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
︑﹁
人
の
世

の
法
律
﹂
は
及
ば
な
い
と
い
う
考
え
が
こ
こ
に
は
通
底
し
て
い
る
︒
作
品
の
舞

台
が
欧
米
で
あ
り
︑﹁
あ
ゝ
め
ん
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
︑
登

場
人
物
た
ち
の
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
が
︑

し
か
し
語
り
手
が
﹁
極
楽
か
地
獄
か
﹂﹁
仏
さ
ま
は
さ
て
置
き
﹂
な
ど
の
表
現

も
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
特
定
の
宗
教
の
信
条

に
依
拠
し
た
思
想
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒﹁
人
の
世
の
法
律
﹂

だ
け
で
は
︑
恨
み
は
解
消
で
き
ず
︑
各
人
の
心
の
声
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き

な
い
︒
無
念
の
死
を
遂
げ
た
ば
あ
ど
る
ふ
の
声
は
幽
霊
の
声
と
な
っ
て
初
め
て
︑

人
に
届
く
の
で
あ
り
︑
伯
爵
の
罪
の
意
識
も
︑
幽
霊
の
存
在
を
契
機
と
し
て
︑

天
の
道
や
神
に
照
ら
し
合
わ
さ
れ
︑
さ
ら
に
は
行
者
の
存
在
に
よ
っ
て
初
め
て

﹁
声
﹂
と
し
て
︵
懺
悔
状
の
形
を
も
っ
て
︶
表
出
し
て
く
る
の
だ
︒
人
の
心
が

幽
霊
や
天
の
道
に
よ
っ
て
し
か
伝
わ
ら
な
い
の
だ
と
し
た
ら
︑
幽
霊
が
否
定
さ

れ
る
日
常
を
生
き
る
人
々
は
ど
の
よ
う
に
対
峙
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒

興
味
深
い
こ
と
に
︑
こ
の
時
期
書
か
れ
た
犯
罪
を
め
ぐ
る
小
説
で
は
︑
探
偵

た
ち
の
失
敗
も
書
か
れ
て
い
る
︒
先
に
挙
げ
た
﹃
探
偵
譚
﹄
で
は
︑﹁
序
﹂
に

お
け
る
探
偵
の
原
則
の
有
用
性
と
は
裏
腹
に
︑
収
録
さ
れ
た
作
品
で
探
偵
は
活

躍
し
な
い
︒
例
え
ば
﹁
探
偵
眼
﹂
で
は
︑
探
偵
は
功
を
焦
る
あ
ま
り
︑
わ
ず
か

な
証
拠
か
ら
当
て
推
量
で
︑
被
害
者
や
犯
人
を
決
め
︑
無
理
や
り
拘
引
し
事
件

を
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
む
し
ろ
︑
犯
人
を
観
念
さ
せ
た
の
は
︑
な
ぜ
事
件

の
鍵
を
知
っ
た
か
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
唐
突
に
届
い
た
容
疑
者
の
妹
に

よ
る
手
紙
で
あ
っ
た
︒
高
橋
修
は
黒
岩
涙
香
﹃
無
惨
﹄
に
お
け
る
﹁
探
偵
﹂
へ

の
否
定
的
な
記
述
︵
﹁
世
に
是
ほ
ど
忌
は
し
き
職
務
は
無
く
又
之
れ
ほ
ど
立
派

な
る
職
務
は
無
し
﹂
︶
を
取
り
上
げ
︑
大
鞆
と
谷
間
田
が
刑
事
巡
査
と
し
て
登

場
し
な
が
ら
﹁
探
偵
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
︑
当
時
の
探
偵
が
警
察

組
織
の
外
縁
部
に
あ
る
密
偵
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
︑﹁
犯
罪
者
の
側
に
も
身
を

置
く
︑
犯
罪
と
親
和
的
位
置
に
立
っ
て
い
る
﹂
︑﹁
正
義
と
悪
の
あ
わ
い
に
立
っ

て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る⑰

︒
特
に
︑
こ
の
時
期
の
新
聞
紙
上
で
は
身
分
を
隠

し
て
政
府
に
不
満
を
持
つ
不
穏
分
子
を
探
る
国
事
探
偵
に
関
す
る
話
題
が
多
く

見
ら
れ
る⑱

︒
国
事
探
偵
は
い
わ
ば
密
告
者
で
も
あ
り
︑
嫌
悪
と
と
も
に
語
ら
れ

て
も
い
た
︵﹁
既
に
不
穏
の
分
子
を
含
ま
ざ
る
運
動
な
る
以
上
ハ
如
何
に
運
動

し
如
何
に
動
揺
し
如
何
に
沸
騰
し
た
る
と
こ
ろ
が
国
家
の
安
寧
に
於
て
何
か
あ

ら
ん
︵
略
︶
之
に
対
し
て
紫
痴
や

ぼ

に
も
野
蛮
に
も
探
偵
を
纏
綿
せ
し
め
て
徒
ら
に

国
庫
金
と
地
方
税
と
を
費
消
し
黄
白
の
奴
隷
銅
臭
の
悪
魔
た
る
偵
吏
の
造
言
に

迷
は
さ
る
ゝ
の
愚
﹂﹁
機
密
探
偵
を
厳
に
す
る
の
噂
﹂
﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
明

22
・
�
・
�
︶︒
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
で
ぶ
ら
い
と
の
命
令
に
よ
り
探
偵
が
ば
あ
ど

る
ふ
の
家
の
﹁
下
婢
﹂
を
拘
引
す
る
時
︑
語
り
手
が
﹁
探
索
の
為
め
と
は
云
ひ

な
が
ら
警
察
署
の
下
婢
と
は
な
ら
ぬ
も
の
を
迷
惑
な
こ
と
な
り
﹂
と
述
べ
る
の

も
︑
こ
う
し
た
密
告
に
対
す
る
嫌
悪
が
一
般
的
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
憲
法
が
発
布
さ
れ
︑
新
た
な
立
憲
国
家
の
形
成
に
期
待
が
寄
せ
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ら
れ
る
一
方
で
︑
探
偵
へ
の
嫌
悪
と
﹁
法
﹂
へ
の
不
信
も
そ
の
根
底
に
は
あ
っ

た
︒タ

イ
ト
ル
の
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
に
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
作
品
内
で
は
何
度
も

﹁
あ
や
し
や
な
﹂﹁
あ
や
し
﹂﹁
あ
や
し
き
﹂
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
︒

例
え
ば
︑﹁
ば
あ
ど
る
ふ
の
変
死
あ
ら
怪
し
や
な
﹂︑
伯
爵
が
渡
し
た
﹁
怪
し
き

は
今
の
壜
﹂︑
探
偵
が
探
り
出
し
た
伯
爵
と
ば
あ
ど
る
ふ
の
﹁
は
て
さ
て
怪
し

き
契
約
状
﹂︑﹁
こ
れ
も
あ
や
し
や
﹂
と
い
う
老
婆
︑
神
経
病
だ
と
伯
爵
は
思
い

込
も
う
と
す
る
も
の
の
幽
霊
の
声
が
﹁
さ
り
て
と
て
ま
ざ
〳
〵
と
聞
ゆ
る
あ
や

し
さ
﹂︑
し
か
も
伯
爵
の
召
使
に
は
そ
の
声
は
聞
こ
え
な
い
と
い
う
﹁
あ
や
し

さ
﹂
等
々
で
あ
る
︒
そ
し
て
最
終
的
に
は
︑﹁
凡
べ
て
の
怪
き
こ
と
︑
怪
し
く

く
も
な
き
に
﹂
な
る
︒
ば
あ
ど
る
ふ
の
医
師
︑
ぐ
れ
ん
ど
わ
あ
が
︑
自
殺
し
た

ば
あ
ど
る
ふ
の
娘
の
想
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
最
後
に
は
わ
か
る
と
い
う
お
ま

け
つ
き
で
︑
伏
線
が
回
収
さ
れ
大
団
円
と
な
り
終
幕
す
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

全
て
の
﹁
あ
や
し
さ
﹂
が
解
決
さ
れ
る
中
で
︑
唯
一
︑
解
決
さ
れ
な
い
ま
ま
残

さ
れ
て
い
る
の
が
︑
ぶ
ら
い
と
が
見
た
夢
と
お
ぼ
し
き
︑﹁
声
も
あ
や
し
く
う

ら
が
れ
﹂
た
ば
あ
ど
る
ふ
の
幽
霊
な
の
で
あ
る
︒
ば
あ
ど
る
ふ
の
幽
霊
に
つ
い

て
は
︑
結
局
︑
何
の
説
明
も
さ
れ
な
い
︒

憲
法
発
布
に
賑
わ
う
中
で
︑﹁
法
﹂
の
限
界
を
唱
え
る
幽
霊
は
︑﹁
人
の
世
﹂

の
秩
序
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
法
﹂
や
探
偵
に
対

す
る
人
々
の
不
安
・
不
信
を
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
示
し
て
い
る
︒﹁
あ
や
し
や
な
﹂

の
世
界
が
欧
米
に
設
定
さ
れ
て
お
り
︑
伯
爵
が
名
望
家
と
し
て
貴
族
院
議
員
に

当
選
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
憲
法
を
発
布
し
国
会
開
設
が
控

え
て
い
る
当
時
の
日
本
に
と
っ
て
︑
実
質
的
な
政
治
形
態
や
憲
法
の
性
質
は
同

一
で
は
な
い
も
の
の
︑
そ
こ
が
立
憲
国
家
の
未
来
像
の
一
つ
と
し
て
提
示
さ
れ

た
世
界
だ
っ
た
か
ら
だ
と
い
え
よ
う⑲

︒
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
に
お
け
る
幽
霊
は
︑

﹁
う
ら
め
し
や
〳
〵
﹂
と
定
型
通
り
自
ら
の
恨
み
を
訴
え
︑
そ
の
声
を
契
機
に

事
件
は
解
決
し
て
い
く
︒
し
か
し
︑
幽
霊
の
声
は
ば
あ
ど
る
ふ
の
妻
に
も
届
い

て
お
ら
ず
︑
ぶ
ら
い
と
に
し
か
聞
こ
え
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
ぶ
ら
い
と
は
︑

自
ら
幽
霊
を
幻
燈
で
作
り
出
し
幽
霊
の
代
行
を
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
︒
も

は
や
幽
霊
の
声
は
誰
も
が
簡
単
に
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
︒

お
わ
り
に

聞
き
取
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
幽
霊
た
ち
の
声
が
谺
し
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
世
界
︒﹁
あ
や
し
や
な
﹂
の
十
年
以
上
経
た
後
に
書
か
れ
た
露
伴
の
小
説

﹁
不
安
﹂︵﹃
新
小
説
﹄
臨
時
増
刊
号
︑
明
33
・
�
︶
は
︑
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
す

る
法
学
士
・
蓮
田
の
送
別
会
で
︑
探
偵
小
説
を
愛
読
し
た
仲
間
達
が
文
明
の
中

心
・
パ
リ
で
の
大
疑
獄
の
報
告
に
期
待
を
膨
ら
ま
せ
る
中
︑
日
本
も
進
歩
し
た

の
で
︑
日
本
に
も
大
疑
獄
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
高
ら
か
に
笑
う
横
尾
の
発
言
に

よ
り
︑
仲
間
達
は
︑
不
安
を
募
ら
せ
て
い
く

︱
と
い
う
話
で
あ
る
︒
蓮
田
の

送
別
会
に
集
ま
っ
た
仲
間
た
ち
は
︑
世
の
中
の
進
歩
に
比
例
す
る
形
で
巧
妙
の
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犯
罪
方
法
が
案
出
さ
れ
︑
罪
悪
も
進
歩
す
る
と
い
う
考
え
を
抱
い
て
い
る
︒

嬉
々
と
し
て
﹁
我
日
本
の
法
律
で
罰
せ
ら
れ
な
い
殺
人
法
︑
ま
だ
何
人
に
も
発

明
さ
れ
な
い
殺
人
法
﹂
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
披
露
す
る
横
尾
の
話
を
聞
く
う
ち

に
︑
一
同
は
不
安
を
募
ら
せ
不
愉
快
に
な
っ
て
い
く
︒
し
か
し
蓮
田
が
﹁
他
人

の
身
の
上
に
降
り
掛
つ
た
禍わ
ざ

殃わ
ひ

︑
或
は
他
人
が
泣
悲
し
む
べ
き
悲
惨
な
る
凶
変

に
遭
ふ
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
聞
い
て
︑
其
を
興
味
あ
る
事
と
し
て
楽
ま
ん
と

い
ふ
が
如
き
不
道
徳
極
ま
る
発
言
と
思
想
と
に
得
た
罰
﹂
と
﹁
真
面
目
で
道
理

の
あ
る
言
葉
﹂
を
発
言
し
皆
が
賛
同
す
る
こ
と
で
︑﹁
辛
う
じ
て
不
気
味
な
る

中
よ
り
甦
つ
た
ら
し
き
愉
快
な
る
顔
に
返
﹂
り
︑
最
終
的
に
は
十
六
夜
の
月
が

﹁
心
地
よ
い
ま
で
澄
み
渡
つ
た
光
は
窓
硝
子
を
透
し
て
曇
り
な
き
六
人
の
姿
を

照
ら
し
﹂
て
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
不
安
要
素
が
根
絶
さ
れ

た
わ
け
で
は
な
い
︒
明
治
三
十
年
代
は
︑
治
安
警
察
法
︑
精
神
病
者
監
護
法
な

ど
の
法
や
規
則
が
次
々
と
打
ち
出
さ
れ
︑
刑
法
︑
民
法
の
改
正
に
関
す
る
議
論

も
交
わ
さ
れ
て
い
く
な
ど
︑﹁
法
﹂
へ
の
意
識
が
さ
ら
に
高
ま
っ
て
い
た
時
期

で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
中
で
︑
法
律
で
は
裁
か
れ
な
い
犯
罪
の
標
的
に
誰
も
が

い
つ
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
︑
と
い
う
不
安
が
あ
る
こ
と
を
こ
の
作
品
は
語
っ

て
い
る
︒
誰
も
が
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
の
幽
霊
に
な
り
う
る
︒
そ
し
て
幽
霊
は
す

ぐ
身
近
に
い
る
か
も
し
れ
な
い

︱
︒

憲
法
発
布
に
浮
足
立
つ
時
に
あ
っ
て
﹁
あ
や
し
や
な
﹂
で
は
涙
香
の
翻
訳
探

偵
小
説
と
は
ま
た
異
な
る
形
で
︑﹁
法
﹂
や
探
偵
た
ち
へ
の
不
信
を
書
き
留
め

て
い
た
︒
そ
こ
で
は
︑
真
っ
向
か
ら
﹁
法
﹂
や
﹁
法
﹂
を
取
り
扱
う
者
の
あ
り

方
に
異
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
大
団
円
の
裏
に

幽
霊
の
声
を
書
き
つ
け
る
こ
と
で
︑
﹁
法
﹂
や
探
偵
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い

﹁
人
の
世
﹂
へ
の
一
抹
の
不
安
を
投
げ
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒

注①

江
戸
川
乱
歩
﹁
一
般
文
壇
と
探
偵
小
説
﹂︵﹃
宝
石
﹄
昭
22
・
�
︑
�
︑
の
ち
﹃
幻

影
城
﹄
収
録
︶

②

江
戸
川
乱
歩
﹁
続
・
一
般
文
壇
と
探
偵
小
説
﹂
︵
﹃
宝
石
﹄
昭
24
・
�
︑
の
ち
﹃
幻

影
城
﹄
収
録
︶

③

伊
藤
秀
雄
﹃
明
治
の
探
偵
小
説
﹄︵
昭
61
・
10
︑
晶
文
社
︶

④

内
田
隆
三
﹃
探
偵
小
説
の
社
会
学
﹄
︵
平
13
・
�
︑
岩
波
書
店
︶

⑤

柳
田
泉
﹁
随
筆
探
偵
小
説
史
稿
﹂︵
﹃
探
偵
春
秋
﹄
昭
11
・
12
～
12
・
�
︑
﹃
随
筆

明
治
文
学
�
﹄
谷
川
恵
一
校
訂
︑
平
17
・
�
︑
東
洋
文
庫
︑
平
凡
社
︶

⑥

伊
藤
秀
雄
﹃
明
治
の
探
偵
小
説
﹄
︵
前
掲
︶
で
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑

黒
岩
涙
香
﹁
探
偵
談
と
疑
獄
譚
と
感
動
小
説
に
ハ
判
然
た
る
区
別
あ
り
﹂︵﹃
絵
入
自

由
新
聞
﹄
明
22
・
�
・
19
︶
で
は
︑
﹁
疑
獄
譚
﹂
に
︑﹁
彼
の
証
拠
誤
判
例
の
如
き
﹂

と
し
て
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

⑦

例
え
ば
︑
横
浜
山
手
居
留
地
の
米
国
人
夫
婦
が
金
時
計
を
雇
人
に
盗
み
出
さ
れ
た

が
︑
居
留
地
警
察
署
探
偵
巡
査
中
島
松
下
の
両
氏
の
尽
力
で
取
り
返
す
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
記
事
︵﹁
外
国
人
の
謝
金
﹂
﹃
読
売
新
聞
﹄
明
20
・
11
・
15
︶
な
ど
が
あ
る
︒

⑧

﹁
当
警
察
本
部
に
於
て
過
日
同
部
詰
の
探
偵
吏
を
悉
く
各
警
察
署
へ
配
置
し
常
時

犯
に
関
る
探
偵
ハ
都
て
各
警
察
署
へ
委
任
せ
し
む
る
事
と
な
り
し
を
始
と
し
て
追
々

改
革
す
る
所
あ
ら
ん
か
と
の
事
﹂︵﹁
警
察
本
部
の
改
革
﹂﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
明
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22
・
�
・
27
︶
や
︑﹁
上
野
停
車
場
ハ
近
頃
乗
客
の
混
雑
に
紛
れ
掏
摸
が
大
分
入
込

で
居
る
の
で
昨
日
よ
り
下
谷
警
察
署
の
探
偵
掛
が
一
人
づ
ゝ
交
る
〳
〵
詰
る
事
に
成

ツ
た
と
云
ふ
﹂︵﹁
上
野
停
車
場
﹂﹃
読
売
新
聞
﹄
明
17
・
�
・
�
︶
な
ど
︒

⑨

﹁
偽
探
偵
﹂︵﹃
読
売
新
聞
﹄
明
22
・
�
・
14
︶

⑩

﹃
官
許

改
定
刑
法
﹄︵
明
13
・
�
︑
竹
原
鼎
︑
山
中
市
兵
衛
︑
水
野
慶
次
郎
︶

⑪

﹁
加
持
祈
禱
に
係
る
違
警
罪
犯
罪
者
﹂︵﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
明
19
・
�
・
24
︶
で

は
︑
病
者
に
医
薬
を
与
え
ず
︑
怪
し
げ
な
説
教
と
踊
り
で
治
癒
し
よ
う
と
人
を
惑
わ

し
た
者
︑
金
神
を
信
じ
自
ら
神
に
な
っ
た
よ
う
な
心
地
で
﹁
異
説
﹂
を
以
て
人
を
惑

わ
し
た
者
︑
稲
荷
を
自
身
の
家
に
持
ち
帰
り
︑
病
者
の
薬
や
吉
凶
の
判
断
を
神
託
に

よ
っ
て
指
図
し
人
を
惑
わ
し
た
者
の
三
名
が
一
度
に
逮
捕
さ
れ
た
旨
が
報
道
さ
れ
て

い
る
︒
な
お
金
神
に
関
し
て
は
︑
そ
の
後
も
た
び
た
び
問
題
に
な
っ
て
い
る
︵﹁
南

区
の
金
色
狩
﹂﹃
大
阪
朝
日
新
聞
﹄
明
20
・
11
・
23
︑﹁
違
警
罪
の
控
訴
事
件
﹂
同
︑

明
21
・
�
・
28
︶︒

⑫

関
谷
博
﹃
幸
田
露
伴
論
﹄︵
平
18
・
�
︑
翰
林
書
房
︶︑﹃
明
治
二
十
年
代

透

谷
・
一
葉
・
露
伴
﹄︵
平
29
・
�
︑
翰
林
書
房
︶
は
︑
こ
の
時
期
を
﹁︿
法
﹀
転
換
期
﹂

と
呼
び
︑︿
欲
望
﹀
を
い
か
に
正
当
化
し
︑﹁
私
的
道
徳
﹂
を
確
立
し
て
社
会
を
維
持

し
て
い
く
か
と
い
う
新
し
い
生
き
方
が
模
索
さ
れ
て
い
た
時
期
で
あ
る
と
し
て
︑
露

伴
﹁
露
団
々
﹂
を
は
じ
め
と
し
た
諸
作
︑
政
治
小
説
や
北
村
透
谷
の
作
品
等
を
分
析

し
て
い
る
︒

⑬

原
題
は
“
L
’A
ff
a
ire
L
e
ro
u
g
e”︵
1
8
8
6︶︒
英
訳
版
は
“
T
h
e
L
e
ro
u
g
e
C
a
se”

⑭

伊
藤
秀
雄
﹃
黒
岩
涙
香
﹄︵
昭
46
・
10
︑
桃
源
社
︶

⑮

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
ュ
ボ
ア
﹃
探
偵
小
説
あ
る
い
は
モ
デ
ル
ニ
テ
﹄︵
鈴
木
智
之
訳
︑

平
10
・
�
︑
法
政
大
学
出
版
局
︶

⑯

死
刑
の
廃
止
に
関
す
る
言
及
は
︑
織
田
純
一
郎
﹃
政
治
難
易
論
﹄︵
明
16
・
�
︑

織
田
純
一
郎
︶
や
︑
杉
山
藤
治
郎
﹃
政
治
学
術
演
説
討
論
種
本
﹄︵
明
16
・
�
︑
秩

山
堂
︶
な
ど
で
も
見
ら
れ
る
︒

⑰

高
橋
修
﹃
明
治
の
翻
訳
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
﹄︵
平
22
・
�
︑
ひ
つ
じ
書
房
︶

⑱

﹁
保
安
条
例
に
因
つ
て
忙
し
﹂
︵﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
明
20
・
12
・
27
︶︑﹁
国
事
探

偵
の
嫌
疑
﹂︵﹃
東
京
朝
日
新
聞
﹄
明
23
・
�
・
12
︶︑
﹁
又
探
偵
﹂︵﹃
東
京
朝
日
新

聞
﹄
明
23
・
�
・
14
︶
な
ど
︒

⑲

﹁
帝
国
憲
法
﹂
︵
﹃
国
民
之
友
﹄
明
22
・
�
︶
の
記
事
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
憲
法
に

対
す
る
﹁
文
理
平
易
に
し
て
品
格
あ
り
﹂
と
い
う
評
判
を
﹁
恰
も
我
か
帝
国
憲
法
を

評
す
る
に
適
当
な
る
を
覚
ゆ
﹂
と
︑
大
日
本
帝
国
憲
法
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
︒

︹
付
記
︺

露
伴
作
品
の
引
用
は
︑﹃
露
伴
全
集
﹄
全
四
一
巻
︵
岩
波
書
店
︑
昭
53
︱
昭

55
︶
に
拠
っ
た
︒
引
用
に
際
し
て
旧
字
は
新
字
に
改
め
︑
振
り
仮
名
は
適
宜
省

略
し
た
︒
な
お
︑﹁
あ
や
し
や
な
﹂
中
の
人
名
に
は
本
文
通
り
傍
線
を
付
し
た
︒

本
稿
は
平
成
二
七
年
九
月
の
口
頭
発
表
“
‘L
a
w
’
a
n
d

’G
h
o
sts’
in

K
ō
d
a

R
o
h
a
n
’s
D
e
te
c
tiv
e

S
to
ry

‘A
y
a
sh
iy
a
n
a
’”
︵
JA
P
A
N
-P
R
E
M
O
D
E
R
N
,

M
O
D
E
R
N

A
N
D

C
O
N
T
E
M
P
O
R
A
R
Y
,
D
im
itrie

C
a
n
te
m
ir
C
h
ris-

tia
n
U
n
iv
e
rsity
︶
に
基
づ
い
て
い
る
︒
発
表
内
外
で
貴
重
な
ご
助
言
を
頂
い

た
︒
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
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