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破
ら
れ
な
か
っ
た
恋
文

も
う
か
な
り
以
前
の
こ
と
に
な
っ
た
が
、
江
藤
淳
と
大
岡
昇
平
の
間
に
行
わ
れ
た

論
争
に
つ
い
て
、
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
夏
目
漱
石
の
初
期
の

短
篇
「
薤
露
行
」
の
読
み
方
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
と
も
に
大
き

な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
二
人
の
文
学
者
の
間
に
激
し
く
行
わ
れ
た
論
争
で
あ
っ

た
。こ

の
論
争
に
つ
い
て
の
資
料
を
い
ろ
い
ろ
と
読
ん
で
い
る
間
に
、
私
は
「
夏
目
漱

石
展
に
寄
せ
て
」
と
題
さ
れ
た
、
大
岡
昇
平
の
短
い
文
章
を
見
つ
け
た
。

そ
れ
は
、
一
九
八
七
年
に
東
京
の
百
貨
店
を
会
場
と
し
て
行
わ
れ
た
「
夏
目
漱
石

展
」
に
初
め
て
展
示
さ
れ
た
と
い
う
手
紙
に
関
し
て
、大
岡
が
書
い
た
短
文
で
あ
る
。

夏
目
漱
石
の
妻
鏡
子
が
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
の
漱
石
宛
て
に
書
い
た
手
紙
が
そ
の

時
に
「
初
展
示
」
さ
れ
る
機
会
に
、
そ
の
手
紙
の
意
義
を
解
説
し
た
大
岡
の
短
い
文

章
で
あ
る
。

漱
石
が
留
学
中
に
ロ
ン
ド
ン
か
ら
「
御
前
が
恋
し
い
」
と
書
い
た
の
に
対
し
、
鏡

子
の
方
も
返
事
に
、「
あ
な
た
の
事
を
恋
し
い
と
思
ひ
続
け
て
い
る
こ
と
で
は
負
け
な

い
つ
も
り
で
す
。」
と
書
き
、
さ
ら
に
、「
こ
の
手
紙
読
ん
だ
ら
破
っ
て
下
さ
い
」
と

つ
け
加
え
て
あ
っ
た
と
い
う
。
大
岡
昇
平
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
し
か
し
手
紙
は
破
ら

れ
ず
、
漱
石
の
弟
子
で
も
あ
っ
た
故
野
上
弥
生
子
の
別
荘
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。

大
岡
昇
平
は
、
手
紙
が
こ
の
百
貨
店
の
漱
石
展
で
「
初
展
示
」
さ
れ
る
の
だ
と
解

説
し
た
あ
と
、
こ
の
手
紙
は
、「
漱
石
夫
婦
の
お
安
く
な
い
関
係
に
新
し
い
光
を
あ
て

る
も
の
と
い
え
る
」
と
つ
け
加
え
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
大
岡
は
、
二
人
の
「
お
安
く

な
い
関
係
」
を
知
っ
て
驚
い
た
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
自
分
と
江

藤
淳
と
の
間
に
行
わ
れ
た
熾
烈
な
論
戦
の
こ
と
を
も
思
い
出
し
て
い
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
漱
石
夫
婦
の
愛
情
の
こ
と
が
、
直
接
か
ら
ん
で
い
た
か
ら
で
あ

る
。

（
第
一
節
全
体
の
注
）

大
岡
昇
平
は
、『
小
説
家
夏
目
漱
石
』
の
中
の
一
章
、「
姦
通
の
記
号
学
」
の
最
初

で
、
検
閲
が
姦
通
に
厳
し
か
っ
た
時
代
に
、「
漱
石
の
よ
う
に
新
聞
と
い
う
大
衆
小
説

的
枠
内
で
、
姦
通
小
説
を
書
い
た
男
は
珍
し
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
重
要
な
指
摘
で

あ
ろ
う
。
そ
の
あ
と
に
、
英
詩
で
も
同
じ
題
材
を
扱
っ
た
が
、「
性
的
に
は
ぶ
き
っ

ち
ょ
で
、
表
現
が
ま
ず
い
か
ら
妙
な
の
で
す
」
と
も
書
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の

次
に
、「
実
生
活
で
は
あ
っ
さ
り
し
て
い
た
ら
し
い
徴
候
が
あ
り
ま
す
」
と
も
つ
け
加

え
て
い
る
。
大
岡
家
の
「
実
生
活
」
を
探
る
時
間
が
な
い
し
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
の

翻
訳
文
献
の
と
う
と
う
た
る
流
入
に
大
岡
が
無
関
心
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
が
、
今

は
問
い
を
控
え
よ
う
（
私
は
、
小
さ
な
本
屋
の
息
子
だ
っ
た
の
で
、『
キ
ン
ゼ
ー
報
告
』
の

よ
う
な
高
価
で
大
部
の
調
査
資
料
を
平
凡
な
市
井
の
お
っ
さ
ん
風
の
男
が
買
っ
て
行
く
の
に

驚
い
て
い
た
記
憶
が
あ
る
）。大
岡
は
フ
ロ
イ
ト
へ
の
関
心
は
顕
著
だ
が
戦
後
の
批
評
家

と
し
て
突
出
し
て
は
い
な
い
。

漱
石
は
実
生
活
で
は
「
あ
っ
さ
り
」
と
い
う
典
拠
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
鏡
子

留
学
・
論
争
・
恋
文

―
夏
目
漱
石
「
薤
露
行
」
の
周
辺

―
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と
の
間
の
子
供
数
か
ら
見
る
と
、
む
し
ろ
鏡
子
は
明
治
の
女
と
し
て
は
普
通
の
多
産

系
で
は
な
か
っ
た
か
。

２　

論
争
の
背
景

大
岡
昇
平
と
江
藤
淳
は
、
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
に
つ
い
て
の
論
争
が
行
わ
れ
て
い
た

当
時
、
有
名
な
文
筆
業
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら
約
四
十
年
を
経

た
今
日
、
二
人
の
重
要
な
著
作
に
つ
い
て
す
ら
、
そ
れ
ほ
ど
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と

は
云
え
な
い
。
と
も
に
外
国
文
化
に
つ
い
て
よ
く
知
る
二
人
に
つ
い
て
、
漱
石
の
留

学
後
の
著
作
と
の
か
か
わ
り
を
考
察
す
る
た
め
に
も
、
彼
ら
の
主
な
著
作
を
多
少
振

り
返
っ
て
み
た
い
。

江
藤
に
つ
い
て
云
え
ば
、
彼
の
『
ア
メ
リ
カ
と
私
』
は
、
彼
の
著
作
活
動
全
体
の

上
で
も
重
要
で
あ
る
。ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
現
代
と
違
っ
て
、

若
い
江
藤
の
武
者
修
行
的
な
旅
行
記
は
、
そ
の
当
時
は
い
か
に
も
新
鮮
な
香
り
を
は

な
っ
て
い
た
。
私
は
今
度
こ
の
本
を
読
み
返
し
て
見
た
が
、
最
初
に
読
ん
だ
の
は
、

刊
行
後
間
も
な
い
、
今
か
ら
半
世
紀
前
の
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の

本
の
ハ
イ
ラ
イ
ト
と
も
云
う
べ
き
三
つ
の
出
来
事
の
叙
述
は
、
い
ま
も
か
な
り
鮮
明

に
記
憶
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

最
初
に
、渡
米
直
後
に
同
伴
し
た
夫
人
が
体
調
を
崩
し
て
入
院
す
る
場
面
が
あ
る
、

慣
れ
な
い
外
国
で
の
突
然
の
入
院
と
い
う
事
態
を
、
江
藤
は
何
と
か
切
り
抜
け
、
む

し
ろ
妻
の
入
院
を
き
っ
か
け
に
、
ア
メ
リ
カ
流
の
生
活
習
慣
を
身
に
つ
け
る
契
機
と

し
て
し
ま
う
（
云
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
戦
後
間
も
な
い
日
本
か
ら
渡
米
し
た
江
藤
夫

妻
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
流
の
生
活
は
、
ま
だ
す
べ
て
が
目
新
し
く
、
慣
れ
な
い
日
常
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
）。

二
つ
目
は
、
江
藤
が
ま
だ
少
数
で
あ
る
友
人
・
知
人
と
近
隣
の
人
た
ち
を
招
い
て
、

さ
さ
や
か
な
パ
ー
テ
ィ
を
自
宅
で
開
く
場
面
で
あ
る
。
こ
の
場
面
も
、
か
な
ら
ず
し

も
英
語
に
堪
能
と
は
い
え
な
い
夫
人
を
巧
み
に
巻
き
こ
ん
で
、
パ
ー
テ
ィ
を
成
功
さ

せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
発
展
的
な
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
に
も
足
が
か
り
を
作
る
の

で
あ
る
。

三
つ
目
は
、
留
学
先
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
、
江
藤
が
小
林
秀
雄
に
関
す
る
講

義
を
行
っ
て
、
聴
講
者
に
日
本
文
化
に
対
す
る
理
解
を
植
え
つ
け
る
こ
と
に
な
る
場

面
で
あ
る
。

こ
の
講
義
の
成
功
に
は
、
江
藤
の
不
眠
不
休
の
努
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
た
し
か
に
、
そ
れ
な
し
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
最
初
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
、
マ
イ
ナ
ス
を
プ
ラ
ス
に
転

じ
る
よ
う
な
、
ち
ょ
っ
と
し
た
江
藤
の
小
技
の
さ
え
が
光
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
も
、
ア
メ
リ
カ
流
の
や
り
方
を
う
ま
く
見
抜
い
て
行
く
江
藤
流
が
、
う
ま
く
ア

メ
リ
カ
人
に
も
合
う
の
で
あ
ろ
う
。
若
い
江
藤
の
ア
メ
リ
カ
成
功
物
語
と
し
て
、
い

か
に
も
よ
く
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
再
読
し
て
み
る
と
、
初
読
の
時
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
点
が
気
に
な

ら
な
い
で
は
な
い
。

プ
リ
ン
ス
ト
ン
に
入
る
前
に
、
江
藤
夫
妻
は
「
加
藤
周
一
氏
の
客
に
な
っ
た
」
と

し
て
、
カ
ナ
ダ
の
大
学
町
の
状
景
が
書
か
れ
て
い
る
。

江
藤
と
加
藤
の
間
に
何
が
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
慎
重
に

消
去
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
代
り
に
、「
田
舎
大
学
」（
と
江
藤
に
は
写
っ
た
ら
し

い
）
を
背
景
に
加
藤
の
「
落
武
者
的
」
な
姿
が
見
す
ぼ
ら
し
さ
を
強
調
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
当
時
の
加
藤
は
、
ま
だ
中
年
の
評
論
家
で
、
活
力
に
溢
れ
て
い
た
人

物
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、江
藤
の
眼
に
は
そ
の
よ
う
に
写
ら
な
か
っ

た
よ
う
で
、「
田
舎
大
学
」
の
背
景
だ
け
が
奇
妙
に
意
地
悪
く
描
か
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
散
策
す
る
江
藤
夫
妻
の
写
真
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
ま
だ
江
藤
の
存
命
中
に
、「
群
像
日
本
の
作
家
」
と
い
う
叢
書
で
小

学
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
論
集
・
エ
ッ
セ
集
の
巻
頭
を
飾
っ
て
い
る
十
数
葉
ほ
ど
の
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ポ
ー
ト
レ
ー
ト
の
一
枚
で
あ
る
。
プ
リ
ン
ス
ト
ン
時
代
の
写
真
は
、
こ
れ
一
枚
で
代

表
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

夫
婦
は
、
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
並
ん
で
散
策
し
て
い
る
ら
し
い
。
江
藤
は
背
広

姿
で
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
無
造
作
に
両
手
を
突
っ
込
ん
で
、
打
ち
と
け
た
風
情
で

あ
る
。
対
照
的
に
夫
人
は
、
何
と
な
く
緊
張
気
味
ら
し
く
、
一
張
羅
に
身
を
包
ん
で

い
る
よ
う
で
あ
る
。
特
に
、装
飾
の
特
徴
的
な
帽
子
が
目
立
っ
て
い
る
。『
ア
メ
リ
カ

と
私
』
の
本
文
で
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
夫
妻
の
見
事
な
連
携
プ
レ
ー
に
感
心

さ
せ
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
こ
の
写
真
は
、
何
と
な
く
二
人
の
ち
ぐ
は
ぐ

な
姿
が
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
枚
の
写
真
に
私
は
こ
だ
わ
り
過
ぎ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
け
れ
ど
も
、
日
本
人
の

留
学
生
活
は
、
夫
婦
で
あ
ろ
う
と
、
単
身
で
あ
ろ
う
と
、
残
酷
な
一
面
を
も
持
っ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

夏
目
漱
石
の
ロ
ン
ド
ン
生
活
を
描
く
江
藤
の
筆
は
、
は
る
か
に
容
赦
が
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。じ
っ
さ
い
、伝
記
作
者
江
藤
は
自
分
た
ち
の
成
功
物
語
の
高
み
に
立
っ

て
、惨
め
な
単
身
留
学
生
夏
目
金
之
助
の
日
常
を
裁
い
て
い
る
よ
う
に
さ
え
思
え
る
。

し
か
も
、
漱
石
は
『
文
学
論
』
の
構
築
と
い
う
、
狂
気
を
誘
発
し
か
ね
な
い
仕
事

と
取
り
組
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

留
学
生
漱
石
の
孤
独
は
漱
石
自
身
が
繰
り
返
し
書
い
て
い
る
し
、
か
な
り
穏
健
な

筆
致
で
小
宮
豊
隆
も
書
い
て
い
る
。
江
藤
の
伝
記
は
そ
の
流
れ
を
さ
ら
に
異
様
に
強

化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
鏡
子
の
一
通
の
手
紙
は

充
分
な
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
大
岡
昇
平
に
つ
い
て
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
戦
後
の
作
家
活
動
は
、

ア
メ
リ
カ
軍
の
捕
虜
収
容
所
で
の
日
常
生
活
を
描
写
し
た
記
録
か
ら
始
ま
っ
た
。
こ

の
作
で
は
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
か
ら
の
「
監
禁
状
態
」

に
つ
い
て
の
引
用
が
あ
り
、
大
岡
の
作
家
活
動
の
イ
ギ
リ
ス
近
代
小
説
と
の
つ
な
が

り
意
識
は
、
最
初
か
ら
鮮
明
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
岡
に
つ
い
て
は
何
よ

り
も
、『
レ
イ
テ
戦
記
』
の
こ
と
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

『
レ
イ
テ
戦
記
』
は
月
刊
雑
誌
『
中
央
公
論
』
の
一
九
六
七
年
一
月
号
か
ら
三
十
回

に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
は
、
日
本
の
諸
大
学
の
学
園
紛
争
が
燃
え
さ
か
ろ
う
と
す
る
時
期
と
重

な
る
。
と
り
わ
け
、
東
大
、
日
大
の
運
動
に
代
表
さ
れ
る
が
、
そ
の
勢
い
が
近
い
将

来
に
飛
び
火
す
る
の
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
立
命
館
は
、
京
大
と

と
も
に
、
学
生
間
の
セ
ク
ト
的
対
立
が
激
烈
で
、
そ
れ
は
教
員
間
に
も
多
少
と
も
及

ん
で
い
た
。
そ
の
中
で
、
と
り
わ
け
文
学
部
は
孤
立
的
で
、
そ
れ
は
翌
年
一
月
末
の

執
行
部
総
辞
職
と
い
う
結
果
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
前
後
の
無
残
と

し
か
評
し
よ
う
の
な
い
状
況
を
見
定
め
て
い
る
人
は
ま
だ
少
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
状
況
か
ら
生
き
残
っ
た
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
学
部
の
記
録
が
十
分
で
は

な
い
以
上
書
く
義
務
を
感
ず
る
が
、
今
は
レ
イ
テ
戦
と
『
レ
イ
テ
戦
記
』
を
優
先
し

よ
う
。

レ
イ
テ
の
戦
い
を
日
本
軍
は
、
太
平
洋
戦
争
の
天
王
山
と
呼
び
、
レ
イ
テ
決
戦
を

呼
号
し
て
い
た
。
そ
の
象
徴
と
も
云
う
べ
き
戦
い
が
、
特
攻
機
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
軍

に
対
す
る
自
爆
攻
撃
で
あ
り
、
ま
た
レ
イ
テ
湾
に
結
集
す
る
ア
メ
リ
カ
海
軍
へ
の
、

連
合
艦
隊
に
よ
る
、
い
わ
ば
な
ぐ
り
込
み
攻
撃
で
あ
っ
た
。

レ
イ
テ
の
攻
防
の
頃
、
わ
た
し
は
国
民
学
校
の
三
年
生
で
あ
っ
た
が
、
幼
い
小
学

生
も
巻
き
こ
む
戦
い
と
な
る
の
が
必
然
で
あ
っ
た
。

特
攻
機
の
編
隊
が
自
爆
攻
撃
を
敢
行
す
る
た
び
に
、私
た
ち
は
自
爆
し
た
「
英
雄
」

へ
の
「
黙
祷
」
を
捧
げ
る
こ
と
に
な
る
。

初
冬
の
京
都
の
底
冷
え
が
長
時
間
の
黙
祷
の
間
に
、
半
ズ
ボ
ン
の
脚
に
じ
わ
じ
わ

と
伝
わ
っ
て
く
る
感
覚
は
、
七
〇
年
の
歳
月
を
越
え
て
今
だ
に
蘇
る
か
の
よ
う
な
錯

覚
に
と
ら
わ
れ
る
。
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す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
レ
イ
テ
戦
記
』
は
『
中
央
公
論
』
に
三
十
回
に
わ
た
っ

て
連
載
さ
れ
た
戦
記
で
あ
る
。
陸
海
軍
に
わ
た
っ
て
日
米
両
軍
の
死
力
を
尽
し
た
戦

い
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
経
過
を
こ
こ
で
述
べ
る
の
は
適
切
で
は
な
い
。

文
庫
本
で
一
五
〇
〇
ペ
ー
ジ
に
な
る
戦
記
は
、
大
岡
に
よ
り
書
き
上
げ
る
の
に
膨
大

な
時
間
と
精
力
、
手
間
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
死
の
直
前
、
口
述
筆
記
さ
れ
た

と
い
う
短
い
文
章
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
あ
る
時
期
の
文
芸
部
門
の

賞
の
対
象
に
な
り
な
が
ら
、
大
岡
は
選
考
委
員
の
努
力
が
足
り
な
か
っ
た
と
批
判
し

た
と
い
う
。
大
岡
は
文
壇
や
文
学
賞
の
選
考
に
お
け
る
機
微
に
通
じ
て
い
る
こ
と
で

は
、
現
役
の
文
学
者
で
誰
に
も
負
け
な
い
ほ
ど
の
経
歴
を
持
っ
た
人
で
あ
る
。
自
分

の
作
が
十
分
な
評
価
を
受
け
な
か
っ
た
経
験
も
何
度
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か

し
、『
レ
イ
テ
戦
記
』
の
場
合
は
、
死
期
に
近
い
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
口
述
筆
記
で
選

考
委
員
を
批
判
す
る
こ
と
を
敢
え
て
し
た
と
い
う
。
死
を
前
に
し
て
、
そ
れ
だ
け
の

自
信
を
大
岡
が
こ
の
作
に
対
し
て
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

３　

論
争
が
始
ま
る

大
岡
昇
平
は
江
藤
と
の
論
争
を『
朝
日
新
聞
』の
誌
上
で
お
も
む
ろ
に
始
め
て
い
る
。

「
江
藤
淳
氏
の
労
作
『
漱
石
と
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
』
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
。」
雑

誌
『
国
文
学
』
が
特
集
を
組
ん
で
い
る
こ
と
も
言
及
し
て
い
る
。

だ
が
、『
朝
日
新
聞
』
の
文
化
面
「
日
記
か
ら
」
の
福
永
武
彦
か
ら
の
引
用
「
肩
を

凝
ら
さ
ず
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
」
は
少
し
分
か
り
に
く
い
。

大
岡
の
『
週
刊
読
書
人
』
か
ら
の
引
用
と
し
て
、
江
藤
淳
自
身
が
「
文
学
研
究
の

厳
格
な
手
続
き
に
よ
っ
た
」
と
苦
心
と
意
図
を
語
っ
た
と
し
て
い
る
。

大
岡
は
地
位
の
定
ま
っ
た
評
論
家
が
学
位
論
文
を
書
く
の
は
「
異
例
の
こ
と
で
あ

る
」
と
評
し
、江
藤
の
方
法
に
つ
い
て
も
批
判
と
思
わ
れ
る
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
い
る
。

す
る
と
、
福
永
の
「
肩
を
凝
ら
さ
ず
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
評
も
、
皮

肉
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ご
苦
労
な
こ
と
と
云
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
福
永
の
短
い
言
葉
は
、
こ
の
あ
と

も
大
岡
が
江
藤
の
返
答
、
大
岡
の
再
批
判
と
続
く
の
で
、
福
永
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を

知
り
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
調
べ
て
見
て
、少
な
く
と
も
私
に
は
意
外
な
こ
と
を
知
っ
た
。

福
永
は
幼
い
頃
に
ア
ー
サ
ー
王
伝
説
の
絵
本
、
あ
る
い
は
子
供
用
の
物
語
を
読
ん
で

い
て
、
懐
か
し
く
思
い
、
そ
れ
で
「
肩
を
凝
ら
さ
ず
に
」
読
ん
だ
ら
し
い
。
皮
肉
め

い
た
も
の
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。

す
る
と
「
厳
格
な
手
続
き
」
と
並
べ
て
皮
肉
っ
ぽ
い
意
味
に
仕
立
て
た
の
は
、
大

岡
の
ジ
ャ
ブ
な
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
福
永
が
ど
う
あ
れ
、
大
岡
は
以
下
批
判
を

鮮
明
に
し
て
行
く
。

大
岡
は
、「
薤
露
行
」
の
材
源
で
、
テ
ニ
ソ
ン
が
「
ア
ル
チ
ュ
王
の
死
」
に
由
来
す

る
こ
と
を
成
果
と
評
論
し
な
が
ら
同
時
に
そ
れ
が
、「
江
藤
氏
の
歌
謡
曲
の
よ
う
な
詠

嘆
を
伴
っ
た
文
章
」
と
呼
び
、
批
判
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
こ
で
江
藤
は
、
テ

ニ
ソ
ン
に
登
場
す
る
「
シ
ャ
ロ
ッ
ト
の
女
」
に
「
禁
忌
」
を
見
出
し
、「
罪
」
と
「
破

局
」
に
「
因
数
分
解
」
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
薤
露
行
」
を
、
罪
と
死
・
破
局
の
物
語

と
す
る
。
こ
こ
に
、
作
中
人
物
へ
の
挽
歌
が
、
漱
石
の
愛
し
て
い
た
嫂
登
世
へ
の
挽

歌
で
も
あ
る
、
と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
。
大
岡
の
最
も
批
判
す
る
の
が
こ
の
点
で

あ
る
。

江
藤
は
、『
朝
日
新
聞
』
誌
上
で
反
論
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、『
漱
石
と
そ
の

時
代
』
以
来
重
視
し
て
来
た
は
ず
の
登
世
は
こ
こ
で
登
場
し
な
い
。

む
し
ろ
、
大
岡
に
反
論
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
彼
が
「
読
み
落
と
し
た
も
の
」
を

強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
年
齢
と
か
身
体
障
害
と
か
」
を
持
ち
出
し
て
い
る
と
し

て
大
岡
に
よ
り
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
し
ま
う
。
先
に
福
永
武
彦
を
引
用
し
た
の
と
同

じ
様
に
、
大
岡
は
、
江
藤
の
武
器
を
巧
み
に
使
っ
て
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
江
藤
の
テ
ニ
ソ
ン
の
読
み
で
は
、
漱
石
の
恋
人
＝
登
世
に
つ
な
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が
る
の
だ
が
、
テ
ニ
ソ
ン
観
自
体
が
、
あ
ま
り
に
も
江
藤
流
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

４　

伝
記
と
詩

テ
ニ
ソ
ン
は
ワ
ー
ズ
ワ
ス
の
あ
と
を
継
い
で
桂
冠
詩
人
と
な
っ
た
。
桂
冠
詩
人
の
イ

メ
ー
ジ
は
宮
廷
の
歌
会
始
め
の
歌
人
と
同
じ
よ
う
に
、
御
用
歌
人
的
な
イ
メ
ー
ジ
で

見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。（
江
藤
淳
の
自
分
の
年
譜
に
歌
会
始
め
に
陪
席
し
た
こ
と
を
書
き

込
ん
で
い
る
）。

し
か
し
な
が
ら
、
テ
ニ
ソ
ン
は
、
た
と
え
ば
ク
リ
ミ
ア
戦
争
で
イ
ギ
リ
ス
軍
の
作

戦
上
の
失
敗
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
有
名
な
「
新
体
詩
抄
」
に
翻
訳

さ
れ
て
収
録
さ
れ
た
の
だ
が
、
む
し
ろ
誤
解
を
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
、

私
は
以
前
に
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
こ
に
江
藤
の
『
漱
石
と
そ
の
時
代
』
出
版
当
時
の
書
評
が
あ
る
（
評
者
は
、
当
時

は
イ
ギ
リ
ス
文
学
出
身
の
磯
田
光
一
で
あ
る
）。
磯
田
ら
し
い
鋭
い
見
解
も
多
く
見
ら
れ

る
。江

藤
の
祖
父
、
江
藤
安
太
郎
の
創
っ
た
と
云
う
、「
明
治
の
日
本
」
へ
の
過
剰
な
讃

辞
も
十
分
見
え
る
。
じ
っ
さ
い
、
留
学
生
夏
目
金
之
助
が
下
宿
に
閉
じ
こ
も
っ
て
、

『
文
学
論
』
に
専
念
す
る
姿
な
ど
は
、
文
部
省
留
学
生
と
し
て
、
最
初
か
ら
落
第
に
近

く
、
少
な
く
と
も
疑
問
符
を
つ
け
ら
れ
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
江
藤
の
伝
記

に
は
、『
文
学
論
』
の
評
価
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
構
築
に
苦
闘
す
る
金
之
助
の
姿
も

ほ
と
ん
ど
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
の
異
常
な
神
経
に
は
言
及
さ
れ
る
け
れ
ど
。

対
照
的
に
江
藤
が
強
調
す
る
の
は
、
五
高
時
代
に
、
金
之
助
が
中
間
管
理
職
と
し

て
、
ま
た
官
僚
と
し
て
い
か
に
有
能
さ
を
発
揮
し
た
か
で
あ
る
。

磯
田
は
、
こ
の
面
を
賞
讃
す
る
が
、
さ
す
が
に
、
金
之
助
の
生
き
方
の
、
明
治
国

家
全
体
の
進
展
と
の
遊
離
に
は
控
え
目
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
明
治

が
漱
石
を
離
れ
て
肉
感
的
に
生
き
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
私
は
い
さ
さ
か
当
惑
す

る
。」評

者
磯
田
の
当
惑
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ワ

ン
」
の
時
代
が
始
ま
り
つ
つ
あ
る
時
代
に
、
漱
石
伝
を
書
き
始
め
た
江
藤
、
そ
れ
を

評
す
る
磯
田
、
と
も
に
時
代
の
大
き
な
ウ
ズ
に
巻
き
こ
ま
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

江
藤
の
『
ア
メ
リ
カ
と
私
』
の
新
版
の
在
庫
を
問
い
合
わ
せ
た
大
き
な
本
屋
の

チ
ェ
ー
ン
店
は
、
版
元
に
も
増
刷
の
見
込
み
は
な
い
、
し
か
し
、
江
藤
さ
ん
の
西
郷

隆
盛
伝
は
ス
ト
ッ
ク
あ
り
ま
す
、
と
答
え
た
。
伝
記
作
者
も
書
く
対
照
に
「
当
惑
す

る
」
時
代
で
あ
る
。

５　

論
争
の
は
て
に

大
岡
昇
平
は
一
九
八
九
年
に
死
ん
だ
。
彼
の
死
の
直
前
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
は
す

で
に
言
及
し
た
。
晩
年
に
書
い
た
、
い
く
つ
か
の
文
は
『
昭
和
末
』（
岩
波
書
店
）
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
の
中
で
引
用
、
あ
る
い
は
言
及
し
た
も
の
も
あ

る
。昭

和
天
皇
の
死
に
つ
い
て
も
大
岡
は
発
言
し
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
も
あ
っ
た
と

記
憶
し
て
い
る
。
彼
の『
レ
イ
テ
戦
記
』と
の
か
か
わ
り
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ

リ
ピ
ン
で
捕
虜
と
な
り
、『
レ
イ
テ
戦
記
』
を
書
き
上
げ
た
大
岡
昇
平
も
、
あ
ま
り
に

日
本
人
で
あ
っ
た
と
い
う
感
想
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
も
う
一
度
、
江
藤
淳
と
の

論
争
に
も
ど
っ
て
お
き
た
い
。

大
岡
昇
平
は
、「『
薤
露
行
』
の
構
造
」
と
題
す
る
論
文
で
、
最
後
に
長
い
注
を
付

け
て
い
る
。
特
に
二
つ
目
の
注
は
、
約
七
百
字
に
お
よ
ぶ
長
い
注
で
あ
る
。
最
初
に

こ
こ
で
も
江
藤
を
批
判
し
つ
つ
、
大
岡
流
の
作
品
へ
の
見
方
が
く
り
返
さ
れ
る
。
注

目
す
べ
き
は
次
の
一
節
で
あ
ろ
う
。

「
偏
見
を
去
っ
て
観
察
す
れ
ば
『
漾
虚
集
』
収
録
の
作
品
の
多
く
は
自
然
主
義
以
前
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の
「
小
説
」
の
通
念
、
つ
ま
り
何
か
刺
激
的
な
面
白
い
読
物
と
し
て
書
か
れ
て
い
る

も
の
と
み
な
す
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
、「
真
に
近
代
的
な
小
説
を
書
き
出

す
の
は
、
通
説
の
通
り
『
そ
れ
か
ら
』
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

最
後
に
も
う
一
度
江
藤
批
判
が
あ
り
、
と
ど
め
を
刺
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、「
通
説
」
の
確
認
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
江
藤
と
の
、
あ
れ
ほ
ど
の
論
争

は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

大
岡
に
は
、「
幻
想
の
生
れ
る
場
所
」
と
い
う
興
味
深
い
章
が
『
小
説
家
夏
目
漱

石
』
の
中
に
あ
っ
て
、「
漱
石
で
は
読
め
る
の
は
「
夢
十
夜
」
だ
け
だ
」
と
い
う
、
戦

後
間
も
な
い
頃
に
書
か
れ
た
ら
し
い
、
威
勢
の
よ
す
ぎ
る
感
想
も
残
っ
て
い
る
。

小
説
家
の
立
場
や
意
見
が
ゆ
れ
動
く
の
は
、
む
し
ろ
当
然
で
正
道
で
も
あ
る
は
ず

で
、非
難
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
ち
な
み
に
、『「
薤
露
行
」
の
構
造
』
に
大
岡
に
よ
っ

て
付
け
ら
れ
た
長
い
注
は
、
単
行
本
『
小
説
家
夏
目
漱
石
』
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る

ら
し
い
。

こ
の
論
は
、
夏
目
鏡
子
の
手
紙
か
ら
書
き
始
め
た
が
、
漱
石
の
留
学
の
か
か
え
る

問
題
も
、
ま
だ
ま
だ
解
決
し
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

江
藤
淳
の
伝
記
が
未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
た
の
も
残
念
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
明

暗
』
が
未
完
に
終
わ
っ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
残
念
で
あ
る
。
漱
石
と
い
う

人
の
残
し
た
謎
の
大
き
さ
に
慄
然
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

大
岡
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
江
藤
は
漱
石
を
あ
ま
り
に
も
登
世
に
関
連
づ
け
て
、

ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
漱
石
を
描
く
の
に
片
寄
り
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。

テ
ニ
ソ
ン
を
読
む
に
あ
た
っ
て
も
、
恋
愛
詩
中
心
の
読
み
方
が
、
詩
人
テ
ニ
ソ
ン

を
限
定
し
て
し
ま
い
、
漱
石
の
テ
ニ
ソ
ン
観
に
も
影
響
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

伝
記
と
詩
は
意
外
に
相
互
的
に
補
い
合
う
面
を
持
ち
つ
つ
、
一
方
が
他
方
を
限
定

す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
本
学
名
誉
教
授
）


