
宮
沢
賢
治
の
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
の
位
置

親
友
・
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
の
再
検
討
か
ら

大

明

敦

は
じ
め
に

一

書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
に
つ
い
て

二

先
行
研
究
の
比
較

（
１
）
小
沢
俊
郎
氏
の
見
解

（
２
）
保
阪
庸
夫
氏
の
見
解

（
３
）
栗
原
敦
氏
の
見
解

（
４
）
三
神
敬
子
氏
の
見
解

（
５
）
問
題
の
所
在

三

書
簡
か
ら
見
え
る
両
者
の
動
向

四

書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
の
位
置

お
わ
り
に

宮
沢
賢
治
の
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
の
一
つ
に
「
あ
な
た
は
む
か

し
」
の
書
き
出
し
て
始
ま
る
、
大
学
ノ
ー
ト
四
頁
に
書
か
れ
た

も
の
が
あ
る
。
こ
の
書
簡
に
は
日
付
の
記
入
が
な
く
、
従
来
は

大
正
十
年
七
月
下
旬
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
宮
沢
賢

治
と
保
阪
嘉
内
が
同
時
期
に
信
仰
上
の
対
立
か
ら
訣
別
に
至
っ

た
と
す
る
説
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、『
新
校
本
宮

澤
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
の
編
集
方
針
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
の
書
簡
を
大
正
十
年
の
も
の
と
見
る
こ
と
へ
の
疑
問

も
存
在
す
る
。

本
稿
は
、
こ
の
書
簡
の
時
期
推
定
に
関
す
る
先
行
研
究
を
整

理
・
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
や
問
題
点
を
探
る
と
同
時
に
、

宮
沢
賢
治
の
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
書
簡
の
あ
る
べ
き
位
置
（
発
信
時
期
）
に
つ
い
て
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
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は
じ
め
に

宮
沢
賢
治
が
盛
岡
高
等
農
林
学
校
時
代
の
親
友
・
保
阪
嘉
内
に
宛

て
て
書
い
た
書
簡
は
、
現
存
す
る
も
の
が
七
三
通１

）
あ
る
。
こ
れ
ら
の

書
簡
は
大
正
十
四
年
六
月
二
十
五
日
付
の
一
通
を
除
い
て
大
正
五
年

か
ら
十
年
ま
で
の
も
の
で
あ
り
、
嘉
内
は
大
正
十
二
年
八
月
三
十
日

に
そ
れ
ら
の
手
紙
を
整
理
し
、
同
じ
く
『
ア
ザ
リ
ア
』
の
誌
友
で
あ

る
小
菅
健
吉
・
河
本
義
行
の
書
簡
と
共
に
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
貼

り
込
ん
で
大
切
に
保
存
し
て
い
た
。
こ
の
書
簡
が
保
阪
庸
夫
・
小
沢

俊
郎
編
『
宮
澤
賢
治

友
へ
の
手
紙
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
。

以
下
『
友
へ
の
手
紙
』
と
略
す
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
ま
で
は
賢
治
と
寄
宿
舎
で
同
室
で
あ
っ
た
演
劇
好
き
な
学

生２
）

、
あ
る
い
は
共
に
同
人
誌
『
ア
ザ
リ
ア
』
を
作
っ
た
仲
間３

）
と
い
っ

た
程
度
で
し
か
な
か
っ
た
保
阪
嘉
内
の
存
在
が
賢
治
研
究
者
の
間
で

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
同
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
賢
治
と
嘉
内
の
二
人
が
大
正

十
年
七
月
下
旬
に
訣
別
し
た
と
い
う
小
沢
俊
郎
氏
に
よ
る
説
も
ま
た

同
時
に
世
間
に
流
布
す
る
こ
と
と
な
り
、
や
が
て
は
そ
れ
が
定
説
と

な
っ
て
い
っ
た
。
小
沢
氏
が
訣
別
の
根
拠
と
し
て
い
る
も
の
に
、
大

正
十
年
七
月
下
旬
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
き
た
宮
沢
賢
治
の
書
簡
が

あ
る
。
こ
の
書
簡
は
「
あ
な
た
は
む
か
し
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始

ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
便
宜
上
こ
れ
を
書
簡
「
あ
な
た

は
む
か
し
…
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

筆
者
も
ま
た
、
か
つ
て
は
二
人
の
訣
別
を
信
じ
て
い
た
者
の
一
人

で
あ
っ
た
が
、
こ
の
書
簡
の
実
物
を
目
に
し
た
時
、
小
沢
氏
の
説
へ

の
疑
念
が
わ
き
上
が
り
、
拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ

こ
で
、
訣
別
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
資
料
を
検
討
し
直
し
て
み
る
と
、

「
訣
別
」
は
事
実
で
は
な
く
単
な
る
説
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う

結
論
に
至
っ
た
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
見
地
か
ら
、
小
沢
俊
郎
氏
に

よ
っ
て
宮
沢
賢
治
と
保
阪
嘉
内
の
訣
別
の
根
拠
と
さ
れ
て
以
来
、
長

い
間
大
正
十
年
七
月
下
旬
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
き
た
宮
沢
賢
治
の

書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
が
書
か
れ
た
時
期
に
つ
い
て
、
他
の

書
簡
と
の
関
連
性
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
来
こ
の
書

簡
が
位
置
す
べ
き
場
所
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
特
に
注
記
の
な
い
限
り
、
文
中
の
書
簡
番
号
は

『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
の
も
の
で
あ
る
。

一

書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
に
つ
い
て

保
阪
嘉
内
が
大
正
十
二
年
八
月
に
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
貼
り
込

ん
だ
宮
沢
賢
治
の
書
簡
は
、
お
お
よ
そ
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
た
。

「
お
お
よ
そ
」
と
記
し
た
の
は
葉
書
は
同
じ
頁
に
ま
と
め
て
貼
り
込

む
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
若
干
の
錯
簡
が
認
め
ら
れ
る
た
め
で
あ

る
。
本
稿
で
問
題
と
す
る
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
は
、
大
学

ノ
ー
ト
の
一
丁
（
四
頁
）
分
を
綴
じ
か
ら
は
ず
し
て
二
つ
折
り
に
し
、
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そ
の
内
面
の
小
口
側
に
糊
を
付
け
て
袋
綴
じ
に
し
た
も
の
で
、
所
有

者
で
あ
る
保
阪
庸
夫
氏
に
よ
れ
ば
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
の
「
大
正
八

年
初
頃
の
書
簡
の
間
に
貼
ら
ず
に
あ
っ
た４

）
」、
あ
る
い
は
「
元
々
、

賢
治
篇
の
第
一
六
頁
に
挟
み
込
ま
れ
て
い
た
。
前
後
頁
に
は
32
33
34

と
36
39
45
の
三
通
ず
つ
が
貼
ら
れ
て
い
た５

）
」
と
い
う
（
引
用
文
中
の

書
簡
番
号
は
『
友
へ
の
手
紙
』
の
も
の
で
、『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全

集
』
で
は
89
93
94
と
102
146
158
）。
こ
の
よ
う
に
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク

に
貼
ら
ず
に
挟
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
書
簡
の
書
か
れ
た

時
期
に
つ
い
て
諸
説
を
生
む
一
因
に
な
っ
て
い
る
。

袋
綴
じ
に
な
っ
て
い
る
書
簡
の
外
側
の
文
面
の
最
後
に
は
、「
若

し
今
ま
で
の
間
で
も
覚
束
な
い
と
思
は
れ
る
な
ら
ぱ
次
の
二
頁
は
開

か
ん
で
置
て
下
さ
い
」
と
書
き
添
え
、
糊
付
け
部
分
の
開
封
に
覚
悟

を
求
め
て
い
る
。
そ
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
外
側
）

あ
な
た
は
む
か
し
、
私
の
持
つ
て
ゐ
た
、
人
に
対
し
て
の
か
な
し
い
、
や
る
せ
な

い
心
を
知
つ
て
居
ら
れ
、
ま
た
じ
っ
と
見
つ
め
て
居
ら
れ
ま
し
た
。

今
ま
た
、
私
の
高
い
声
に
覚
び
出
さ
れ
、
力
な
い
身
に
は
と
て
も
と
思
は
れ
る
や

う
な
、
四
つ
の
願
を
起
し
た
事
を
も
、
あ
な
た
一
人
の
み
知
つ
て
居
ら
れ
ま
す
。

ま
こ
と
に
む
か
し
の
あ
な
た
が
ふ
る
さ
と
を
出
づ
る
の
歌
の
心
持
ま
た
夏
に
岩
手

山
に
行
く
途
中
誓
は
れ
た
心
が
今
荒
び
給
ふ
な
ら
ば
私
は
一
人
の
友
も
な
く
自
ら

と
人
と
に
か
よ
わ
な
戦
を
続
け
な
け
れ
ば
な
リ
ま
せ
ん
。

今
あ
な
た
は
ど
の
道
を
進
む
と
も
人
の
あ
わ
れ
さ
を
見
つ
め
こ
の
人
た
ち
と
共
に

か
な
ら
ず
か
の
山
の
頂
に
至
ら
ん
と
誓
ひ
給
ふ
な
ら
ぱ
何
と
て
私
と
あ
な
た
と
は

行
く
道
を
異
に
し
て
居
り
ま
せ
う
や
。

仮
令
し
ぱ
ら
く
互
に
言
ひ
事
が
解
ら
な
い
様
な
事
が
あ
つ
て
も
や
が
て
誠
の
輝
き

の
日
が
来
る
で
せ
う
。

ど
う
か
一
所
に
参
ら
し
て
下
さ
い
。
わ
が
一
人
の
友
よ
。
し
ぱ
ら
く
は
境
遇
の
為

に
は
な
れ
る
日
が
あ
つ
て
も
、
人
の
言
の
不
完
全
故
に
互
に
誤
る
時
が
あ
つ
て
も

や
が
て
こ
の
大
地
こ
の
ま
ゝ
寂
光
土
と
化
す
る
と
き
何
の
か
な
し
み
が
あ
り
ま
せ

う
か
。

或
は
こ
れ
が
語
で
の
御
別
れ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
既
に
先
日
言
へ
ぱ
言
ふ
程
間
違

つ
て
御
互
に
考
へ
ま
し
た
。
然
し
私
は
そ
う
で
な
い
事
を
祈
り
ま
す
る
。
こ
の
願

は
正
し
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
最
後
に
只
一
言
致
し
ま
す
。
そ
れ
は

次
の
二
頁
で
す
。

次
の
二
頁
を
心
か
ら
御
読
み
下
さ
ら
ば
最
早
今
無
限
の
空
間
に
互
に
離
れ
て

も
私
は
惜
し
い
と
は
思
ひ
ま
す
ま
い
。

若
し
今
ま
で
の
間
で
も
覚
束
な
い
と
思
は
れ
る
な
ら
ぱ
次
の
二
頁
は
開
か
ん

で
置
て
下
さ
い
。

（
内
側
）

あ
な
た
は
今
こ
の
次
に
、
輝
き
の
身
を
得
数
多
の
通
力
を
も
得
力
強
く
人
も
吾
も

菩
提
に
進
ま
せ
る
事
が
出
来
る
様
に
な
る
か
、
又
は
涯
無
い
暗
黒
の
中
の
大
火
の
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中
に
堕
ち
百
千
万
劫
自﹅
ら﹅
の﹅
為﹅
に﹅
（
誰
も
そ
の
為
に
益
は
な
く
）
封
ぜ
ら
れ
去
る

か
の
二
つ
の
堺
に
立
つ
て
ゐ
ま
す
。
間
違
つ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
の
二
つ
は
唯◎
、

経

こ
の
経
）を
信
ず
る
か
又
は
一
度
こ
の
経
の
御
名
を
も
聞
き
こ
の
経
を
も
読
み

な
が
ら
今
之
を
棄
て
去
る
か
の
み
に
依
つ
て
定
ま
り
ま
す
。
か
の
巨
な
る
火
を
や

う
や
く
逃
れ
て
二
度
人
に
生
れ
て
も
恐
ら
く
こ
の
経
の
御
名
さ
へ
も
今
度
は
聞
き

得
ま
せ
ん
。
こ
の
故
に
又
何
処
に
流
転
す
る
か
定
め
な
い
こ
と
で
す
。
保
阪
さ
ん
。

私
は
今
泣
き
な
が
ら
書
い
て
ゐ
ま
す
。
あ
な
た
自
身
の
こ
と
で
す
。
偽
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
あ
な
た
の
神
は
力
及
び
ま
せ
ん
。
こ
の
事
の
み
は
力
及
び
ま
せ
ん
。
私

と
て
も
勿
論
力
及
び
ま
せ
ん
。

信
じ
た
ま
へ
。
求
め
給
へ
。
あ
ゝ
「
時
だ
」
と
教
へ
ら
れ
ま
し
た
「
機
だ
。」
と

教
へ
ら
れ
ま
し
た
。
今
あ
な
た
が
こ
の
時
に
適
ひ
、
こ
の
機
な
ら
ば
一
道
坦
直
、

こ
の
一
つ
が
適
は
な
か
っ
た
ら
未
来
永
劫
の
火
に
焼
け
ま
す
。

私
は
愚
か
な
も
の
で
す
。
何
も
知
り
ま
せ
ん

た
ゞ
こ
の
事
を
伝
へ
る
と
き
は
如

来
の
使
と
心
得
ま
す
。
保
阪
さ
ん
。
こ
の
経
に
帰
依
し
て
下
さ
い
。
総
て
の
覚
者

仏
）は
み
な
こ
の
経
に
依
て
悟
つ
た
の
で
す
。
総
て
の
道
徳
、
哲
学
宗
教
は
み
な

こ
の
前
に
来
つ
て
礼
拝
讃
嘆
い
た
し
ま
す
。
こ
の
経
の
御
名
丈
を
も
崇
め
て
下
さ

い
。

そ
う
で
な
か
つ
た
ら
私
は
あ
な
た
と
一
諾
に
最
早
、
一
足
も
行
け
な
い
の
で
す
。

そ
う
で
あ
つ
た
ら
仮
令
あ
な
た
が
罪
を
得
て
死
刑
に
処
せ
ら
る
ゝ
と
き
も
あ
な
た

を
礼
拝
し
讃
嘆
い
た
し
ま
す
。
信
じ
て
下
さ
い
。

こ
の
書
簡
は
大
正
十
年
七
月
下
旬
の
も
の
と
推
定
さ
れ
、『
友
へ

の
手
紙
』
で
は
書
簡
70
、『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
で
は
書
簡
196
の

位
置
が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
書
簡
に
対
す
る
小
沢
俊
郎
氏
の
見
解
に

書簡「あなたはむかし…」外側書簡「あなたはむかし…」内側
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つ
い
て
は
『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
三
巻
の
校
異
に
《
備
考
》

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

「
或
は
こ
れ
が
語
で
の
御
別
れ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
既
に
先
日

に
言
へ
ば
言
ふ
程
間
違
つ
て
御
互
に
考
へ
ま
し
た
。」
と
あ
る

の
は
、
保
阪
の
『
国
民
日
記
』
の
七
月
十
八
日
の
欄
に
「
晴
／

宮
沢
賢
治
／
面
会
来
」
と
書
か
れ
た
の
が
斜
線
で
抹
消
さ
れ
て

い
る
こ
と
と
対
応
す
る
も
の
と
み
て
、
本
書
簡
は
七
月
下
旬
筆

と
推
定
す
る
。
賢
治
の
信
仰
の
熱
情
が
極
度
に
高
ま
り
、
保
阪

に
入
信
を
激
し
く
せ
ま
っ
た
も
の
の
つ
い
に
そ
れ
が
決
裂
に
終

っ
た
の
で
、
思
い
つ
め
た
賢
治
が
信
仰
の
た
め
友
情
の
存
続
を

賭
け
て
本
書
簡
を
書
き
送
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
小
沢
氏
の
こ
う
し
た
見
解
は
一
九
八
〇

年
代
に
は
定
説
と
な
っ
て
い
っ
た
。『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
の
年

譜
（
第
十
四
巻
所
収
）
に
、
大
正
十
年
七
月
十
八
日
の
保
阪
嘉
内
の

日
記
に
触
れ
て
「
書
簡
196
か
ら
考
え
て
、
面
会
し
た
も
の
の
、
両
者

に
は
宗
教
論
や
各
自
の
行
動
営
為
に
つ
い
て
批
判
対
立
が
あ
り
、
気

性
の
激
し
い
保
阪
が
賢
治
と
の
訣
別
を
覚
悟
し
た
も
の
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
」
と
記
し
、
続
け
て
「
七
月
下
旬

保
阪
に
あ
て
一
八
日
争

論
の
決
着
を
求
め
、
信
仰
と
友
情
の
切
迫
し
た
一
文
を
書
く
。（
書

簡
196
）」
と
記
し
て
い
る
こ
と
も
、
小
沢
氏
の
説
が
既
に
『
校
本
宮

澤
賢
治
全
集
』
の
編
者
ら
の
共
通
理
解
を
得
て
い
る
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ろ
う６

）

さ
ら
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
、
二
人
の
訣
別
は
一
般
に
は
定
説
の

域
を
超
え
て
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
け
取

ら
れ
て
い
る
感
さ
え
あ
る
。
那
須
真
知
子
脚
本
の
『
我
が
心
の
銀
河

鉄
道
』（
東
映
配
給
、
一
九
九
六
年
）、
菅
原
千
恵
子
著
の
『
満
天
の

蒼
い
森
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
七
年
）、
江
宮
隆
之
著
の
『
二
人
の

銀
河
鉄
道
｜
嘉
内
と
賢
治
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
八
年
）
な

ど
映
画
や
小
説
の
中
で
二
人
の
訣
別
の
場
面
が
実
に
リ
ア
ル
に
描
か

れ
て
い
る
の
は
そ
の
一
例
と
い
え
る
。

し
か
し
、
本
当
に
こ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
（
書
簡
）
の
編
集
に
際
し
、

栗
原
敦
氏
は
こ
の
書
簡
の
表
記
や
用
字
を
検
討
し
た
結
果
、
大
正
七

年
の
時
期
不
明
書
簡
と
位
置
づ
け
、
書
簡
102
ａ
の
番
号
を
与
え
て
同

年
末
に
配
置
し
て
い
る
（
同
時
に
書
簡
196
は
欠
番
と
さ
れ
た
）。
し

た
が
っ
て
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
以
上
は
、

小
沢
氏
の
い
う
よ
う
な
大
正
十
年
七
月
の
「
訣
別
」
は
根
拠
を
失
い
、

説
と
し
て
は
成
り
立
た
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、『
新

校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
が
一
九
九
五
年
に
刊
行
さ
れ
て
一

五
年
経
つ
今
日
に
お
い
て
も
、
二
人
の
「
訣
別
」
を
当
然
の
こ
と
の

よ
う
に
記
し
た
著
作
は
後
を
絶
た
な
い７

）
。
こ
の
こ
と
は
、
ど
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
ま
ず
小
沢
俊
郎
氏
を
は
じ
め
と
し
た
諸
氏
の

こ
の
書
簡
に
対
す
る
主
だ
っ
た
見
解
を
概
観
し
、
そ
の
上
で
こ
の
書
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簡
の
あ
る
べ
き
位
置
に
つ
い
て
論
じ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

二

先
行
研
究
の
比
較

（
１
）
小
沢
俊
郎
氏
の
見
解

『
友
へ
の
手
紙
』
で
は
、
年
ご
と
に
「
参
考
資
料
」
と
題
し
た
解

説
が
付
さ
れ
て
い
る
。
編
者
の
一
人
で
あ
る
小
沢
俊
郎
氏
は
、
大
正

十
年
の
「
参
考
資
料
」
の
中
で
、
こ
の
書
簡
と
保
阪
嘉
内
が
七
月
十

八
日
の
日
記
で
「
宮
澤
賢
治
／
面
会
来
」
と
中
央
に
書
い
た
頁
に
抹

消
と
思
わ
れ
る
斜
線
を
引
い
て
い
る
こ
と
と
関
連
づ
け
て
、「
信
仰

心
火
と
燃
え
た
賢
治
」
が
「
古
き
心
の
友
保
阪
嘉
内
を
同
じ
信
仰
の

道
連
れ
に
し
よ
う
と
激
し
く
働
き
か
け
」
た
が
不
調
に
終
わ
り
、
つ

い
に
は
「
信
仰
の
た
め
友
情
を
賭
け
」
て
七
月
下
旬
に
書
簡
で
呼
び

か
け
た
も
の
の
、
保
阪
は
「
信
仰
へ
入
る
こ
と
な
く
、
同
時
に
交
友

も
前
の
よ
う
に
は
つ
づ
き
に
く
く
な
っ
て
し
ま
」
い
、
保
阪
の
日
記

が
そ
の
後
空
白
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
こ
の
心
の
友
と
の
訣
別
は
堪

え
が
た
か
っ
た
」
た
め
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
が
小
沢
氏
に
よ
る
宮

沢
賢
治
と
保
阪
嘉
内
の
二
人
が
、
大
正
十
年
七
月
に
訣
別
し
た
と
い

う
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
沢
氏
は
「
宮
沢
賢
治
、
保
阪
嘉
内
と
の
交
友
」（『
国
語

と
国
文
学
』
九
五
巻
一
二
号
、
一
九
六
八
年
十
二
月
）
の
中
で
、
次

の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
気
迫
の
籠
っ
た
激
し
い
手
紙
を
書
い
た
と
き
、
賢
治
は

信
仰
に
友
情
を
賭
け
た
の
だ
。
友
情
が
強
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ

る
程
、
生
き
方
の
上
で
の
合
一
を
も
求
め
、
友
情
は
友
情
信
仰

は
信
仰
と
割
り
切
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
若
さ
の
故

も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
求
道
心
の
激
し
さ
が
あ
い
ま
い
な
点
に
留

ま
る
こ
と
を
許
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
前
述
の

よ
う
な
賢
治
の
一
方
的
理
解
の
上
に
そ
れ
ら
が
考
え
ら
れ
た
面

も
あ
る
と
す
れ
ば
、
嘉
内
と
し
て
は
賢
治
の
期
待
に
こ
た
え
る

こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
。
敬
愛
す
る
父
と
宗
教
問
答

で
争
っ
て
父
子
の
溝
を
深
め
た
賢
治
は
、
今
ま
た
信
じ
許
し
合

っ
た
友
と
別
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

右
の
よ
う
に
小
沢
氏
は
解
釈
し
て
い
る
が
、
小
沢
氏
の
推
定
の
根

拠
は
『
友
へ
の
手
紙
』
一
七
五
頁
に
こ
の
書
簡
の
注
と
し
て
記
し
た

「
こ
の
手
紙
に
は
年
月
日
が
な
い
。
ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ブ
ッ
ク
に
は
大

正
七
年
の
末
か
ら
八
年
初
の
頃
の
書
簡
の
間
に
置
い
て
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
だ
け
激
し
い
内
容
の
も
の
が
そ
の
頃
の
も
の
と
は
考
え

が
た
い
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
主
観
的
な
も
の
で
し
か
な
い８

）
。
ま
た
、

小
沢
氏
が
こ
の
書
簡
と
関
連
づ
け
て
宮
沢
賢
治
・
保
阪
嘉
内
の
「
訣

別
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
く
材
料
と
な
っ
た
保
阪
嘉
内
の
日
記
の
記

述
に
つ
い
て
も
、
小
沢
氏
と
は
全
く
異
な
っ
た
読
み
取
り
方
が
可
能９

）

で
あ
る
。

小
沢
俊
郎
氏
の
説
が
有
力
視
さ
れ
、
定
説
と
な
っ
て
い
く
上
で
、

156



恩
田
逸
夫
氏
や
萬
田
務
氏
が
こ
の
説
を
支
持
し
た
こ
と
は
大
き
な
推

進
力
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
恩
田
氏
が

「
賢
治
の
友
人
た
ち
」（『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
三
八
巻
一
五
号
。

一
九
七
三
年
十
二
月
）、「
宮
澤
賢
治
に
お
け
る
大
正
十
年
の
出
郷
と

帰
郷
」（『
明
治
薬
科
大
学
研
究
紀
要
』
六
号
。
一
九
七
六
年
九
月
）、

「
書
簡
の
文
体
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
二
三
巻
二
号
。

一
九
七
八
年
二
月
）
な
ど
で
小
沢
氏
の
説
を
補
強
す
る
と
同
時
に
二

人
の
訣
別
を
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
定
説
化
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
で
あ
ろ
う
。
萬
田
氏
も
早
い
時
期
か
ら
小
沢
氏
の
訣

別
説
を
支
持
し
て
き
た
研
究
者
の
一
人
で
、『
人
間
宮
沢
賢
治
』（
桜

楓
社
、
一
九
七
三
年
）
で
は
『
友
へ
の
手
紙
』
を
引
用
し
て
二
人
の

訣
別
の
状
況
や
こ
の
書
簡
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
記
し
て
い

る
。ま

た
、
賢
治
の
作
品
と
二
人
の
訣
別
と
を
関
連
づ
け
て
解
釈
し
よ

う
と
し
た
も
の
に
菅
原
千
恵
子
氏
の
『
宮
沢
賢
治
の
青
春
』（
宝
島

社
、
一
九
九
四
年
）
が
あ
る
。
菅
原
氏
は
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し

…
」
の
全
文
を
引
用
し
、「
大
正
十
年
七
月
十
八
日
、
再
会
し
た
二

人
の
間
に
何
が
あ
っ
た
か
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
。
さ

ら
に
、
こ
の
「
何
が
あ
っ
た
か
」
を
賢
治
が
描
い
た
も
の
が
『
図
書

館
幻
想
』
や
文
語
詩
「〔
わ
れ
は
ダ
ル
ケ
と
名
乗
れ
る
も
の
と
〕」
な

ど
で
あ
り
、
そ
こ
に
登
場
す
る
ダ
ル
ゲ
（
文
語
詩
で
は
ダ
ル
ケ
）
と

い
う
人
物
と
保
阪
嘉
内
を
同
一
人
物
と
見
做
し
、「
お
れ
と
ダ
ル
ゲ

の
別
れ
の
状
況
は
、
賢
治
と
嘉
内
の
そ
れ
と
、
ぴ
っ
た
り
と
重
な

る
」
と
述
べ
て
い
る10

）
。
し
か
し
、『
図
書
館
幻
想
』
も
「〔
わ
れ
は
ダ

ル
ケ
と
名
乗
れ
る
も
の
と
〕」
も
創
作
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
以
上
、

事
実
を
そ
の
ま
ま
記
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

（
２
）
保
阪
庸
夫
氏
の
見
解

『
友
へ
の
手
紙
』
の
も
う
一
人
の
編
者
で
あ
る
保
阪
庸
夫
氏
は
、

書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
に
つ
い
て
、「
如
何
な
る
天
意
の
下

に
｜
保
阪
嘉
内
宛
書
簡
に
つ
い
て
」（『
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
一
巻

月
報
、
一
九
六
八
年
八
月
）
の
中
で
、『
友
へ
の
手
紙
』
に
二
人
が

訣
別
し
た
と
記
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

寧
ろ
大
人
び
て
か
ら
の
二
人
は
互
に
七
年
三
月
の
手
紙
の
時
点

に
戻
り
、
こ
れ
か
ら
の
二
十
年
三
十
年
を
音
な
く
一
心
に
勉
強

し
よ
う
と
誓
い
、
又
十
年
七
月
の
手
紙
の
様
に
、
異
る
境
遇
の

中
で
の
実
践
を
通
し
て
再
び
相
会
う
事
を
確
認
し
合
っ
た
に
違

い
な
い
と
考
え
ま
す
。（
中
略
）
此
処
に
誌
し
た
考
え
に
は
資

料
と
し
て
の
裏
付
け
が
な
い
の
で
、
一
先
づ
二
人
の
間
は
大
正

十
年
代
に
冷
却
し
た
も
の
と
致
し
ま
し
た
（
以
下
略
）

と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
我
が
友
賢
治
｜
遺
品
は
呟
く
」
に
お
い

て
も
「『
友
へ
の
手
紙
』
で
は
手
紙
第
70
を
訣
別
状
と
規
定
し
た
が
、

弾
劾
と
誘
引
、
脅
迫
と
哀
願
、
硬
軟
入
り
交
じ
っ
た
文
章
か
ら
は
、

む
し
ろ
賢
治
懸
命
の
折
伏
の
念
が
感
じ
ら
れ
る
」
と
書
い
て
い
る11

）
こ

157 宮沢賢治の書簡「あなたはむかし…」の位置



と
も
、
書
簡
の
解
釈
や
二
人
の
訣
別
に
つ
い
て
は
小
沢
俊
郎
氏
と
異

な
る
見
解
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
保
阪
氏
は
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
の
内
容
に

つ
い
て
は
小
沢
氏
と
は
異
な
っ
た
見
解
を
示
し
な
が
ら
も
、
こ
の
書

簡
を
最
終
的
に
大
正
十
年
七
月
下
旬
の
も
の
と
し
た
理
由
は
、
同
氏

の
「『
友
へ
の
手
紙
』
残
照
」
に
探
る
こ
と
が
で
き
る12

）
。
保
阪
氏
は

こ
の
中
で
父
・
嘉
内
が
大
切
に
し
て
き
た
賢
治
書
簡
の
公
開
を
迫
ら

れ
た
こ
と
に
対
す
る
逡
巡
や
懊
悩
、
さ
ら
に
は
出
版
社
と
の
確
執
な

ど
を
述
べ
て
い
る
。
編
集
方
針
に
つ
い
て
も
「
現
代
の
権
威
者
が
、

賢
治
の
筆
癖
や
既
知
の
伝
記
に
の
っ
と
っ
た
定
説
に
従
っ
て
手
紙
を

編
集
す
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
嘉
内
は
交
際
の
真
最
中
に
、
近
い
記
憶

に
従
っ
て
ス
ク
ラ
ッ
プ
し
ま
し
た
。
ど
ち
ら
が
真
相
、
即
ち
賢
治
に

近
い
で
し
ょ
う
。
本
当
の
編
集
者
は
嘉
内
以
外
に
あ
り
え
ま
せ
ん
」

と
「
対
峙
格
闘
し
た
」
と
い
う
。
こ
の
部
分
を
読
む
限
り
で
は
、
保

阪
氏
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
お
け
る
順
序
に
従
っ
て
書
簡
を
配
列

す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
書
簡

「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
に
そ
の
考
え
が
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
の
は

な
ぜ
か
。
そ
の
答
え
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

結
果
的
に
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
な
っ
た
ノ
ー
ト
二
枚
の
手

紙
の
扱
い
に
は
苦
慮
い
た
し
ま
し
た
。
も
と
も
と
大
正
八
年
初

頃
の
書
簡
の
間
に
貼
ら
ず
に
あ
っ
た
も
の
を
、
大
正
十
年
七
月

十
九
日
以
降
の
或
る
日
と
推
定
し
て
大
移
動
を
敢
行
し
た
も
の

で
す
。

書
中
で
賢
治
は
二
人
の
志
向
の
齟
齬
を
嘆
き
、
法
華
経
帰
依

が
な
け
れ
ば
嘉
内
と
の
友
情
が
こ
れ
以
上
保
て
な
い
と
激
し
く

切
な
く
迫
っ
て
い
ま
す
。
近
頃
此
の
手
紙
の
位
置
に
つ
い
て
有

り
難
い
提
言
が
あ
り
ま
す
。
後
世
半
可
通
の
賢
し
ら
で
原
型
に

変
更
を
加
え
る
の
は
、
本
質
を
損
う
こ
と
に
は
な
り
は
せ
ぬ
か

と
、
私
共
自
身
が
十
分
悩
み
抜
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
確
か
に
書

誌
学
的
に
は
更
に
追
究
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
当
時
入
営
中

の
嘉
内
へ
の
賢
治
か
ら
の
面
会
申
し
込
み
状
、
面
会
し
論
争
し

た
当
日
の
嘉
内
日
記
、
後
に
河
本
義
行
の
同
人
誌
「
砂
丘
」
に

掲
載
さ
れ
た
嘉
内
の
手
記
を
参
照13

）
す
る
と
、
現
位
置
に
あ
る
べ

き
心
理
的
必
然
性
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
は
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
で
の
位
置
や
、
栗
原
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
な
表
記
な
ど
の
点
も
熟
慮
し
た
が
、
保
阪
氏
と
し
て
は
そ

れ
以
上
に
「
心
理
的
必
然
性
」
を
重
視
し
て
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か

し
…
」
を
大
正
十
年
七
月
下
旬
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
た
と
理
解

で
き
る
。

（
３
）
栗
原
敦
氏
の
見
解

書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
を
大
正
十
年
の
賢
治
の
他
の
書
簡

と
比
較
す
る
と
、
筆
跡
が
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
書
簡
の

筆
跡
は
、
大
正
七
年
ご
ろ
の
賢
治
の
筆
跡
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
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る
。
書
簡
の
展
示
を
見
て
、
こ
の
こ
と
を
感
じ
ら
れ
た
方
は
少
な
く

な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
に
着
目
し
て
検
討
を
重
ね
た
結
果
、

栗
原
敦
氏
は
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
で
は
、
書
簡

「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
に
102
ａ
の
番
号
を
与
え
、
大
正
七
年
の
時

期
不
明
書
簡
と
し
て
同
年
末
に
配
置
し
た
。
同
時
に
、
従
来
こ
の
書

簡
に
与
え
ら
れ
て
い
た
196
と
い
う
番
号
は
欠
番
と
さ
れ
た
。

栗
原
氏
の
見
解
は
、『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
の
刊

行
に
先
立
っ
て
発
表
さ
れ
た
「
表
記
と
用
字
、
あ
る
い
は
時
期
推
定

書
簡
存
疑
｜
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
書
簡
集
編
集
作
業
か
ら

｜
」（『
宮
沢
賢
治
研
究A

n
n
u
a
l

』
五
号
、
一
九
九
五
年
九
月
）
に

詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
栗
原
氏
は
、
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し

…
」
に
見
ら
れ
る
促
音
表
記
と
、
平
仮
名
「
な
」
の
字
体
（
字
形
）

に
注
目
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
書
簡
の
促
音
の
表
記
が
『
小
書

き
』
で
な
い
こ
と
は
疑
問
の
余
地
が
な
」
く
、
そ
れ
が
「
促
音
に
は

一
貫
し
て
『
小
書
き
』
が
用
い
ら
れ
る
大
正
十
年
の
状
況
と
の
矛

盾
」
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
書
簡
に
使
わ
れ
て
い
る
平
仮
名
「
な
」
の

字
形
が
大
正
八
年
頃
ま
で
の
も
の
と
大
正
十
年
ご
ろ
の
も
の
と
で
は

異
な
っ
て
お
り
、「
な
」
の
事
例
で
も
大
正
八
年
春
以
前
の
書
簡
と

の
共
通
点
を
持
つ
こ
の
書
簡
は
「
大
正
十
年
の
字
形
・
字
体
、
表
記

の
実
態
と
大
き
く
ず
れ
て
い
る
」
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た

検
証
の
結
果
か
ら
、
栗
原
氏
は
「
196
書
簡
を
大
正
十
年
と
す
る
こ
と

に
は
問
題
が
あ
り
す
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
、「
ス
ク

ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
の
全
体
を
通
し
て
錯
簡
が
多
い
と
は
思
わ
れ
な
い
」

こ
と
か
ら
も
「
明
ら
か
な
反
証
が
な
い
か
ぎ
り
、
出
来
る
だ
け
『
貼

込
』
の
位
置
や
順
序
と
矛
盾
の
少
な
い
時
期
を
選
ぶ
ほ
う
が
、
こ
こ

で
は
、
よ
り
望
ま
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
考
え
、
併
せ
て
用

箋
が
大
正
七
年
六
月
二
十
六
日
付
の
書
簡
75
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
し
、「
い
ず
れ
を
と
っ
て
も
、
196
書
簡
の
大
正
十
年
と
い
う

推
定
は
説
得
力
を
失
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
」
と
結
論
付
け
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
書
簡
の
発
信
時
期
に
つ
い
て
、

と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
確
か
め
て
き
た
事
柄
に
よ
っ
て
も
、
196

書
簡
の
発
信
時
期
を
何
月
と
断
定
的
に
指
定
す
る
こ
と
は
、
な

か
な
か
難
し
い
。
い
ま
は
、『
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
の
時
期

不
明
書
簡
の
配
置
の
仕
方
に
な
ら
っ
て
、
大
正
七
年
の
時
期
不

明
書
簡
と
し
て
年
末
に
配
置
し
、
今
後
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
る
の

が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
書
簡
集
の
こ
こ
に
配

置
す
る
こ
と
は
、
保
阪
嘉
内
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
の
「
貼
込
」

位
置
と
も
矛
盾
し
な
い
し
、
七
年
の
も
っ
と
早
い
時
期
の
可
能

性
も
示
唆
で
き
る
。
あ
る
い
は
や
や
遅
れ
て
八
年
初
め
の
可
能

性
も
探
ら
れ
う
る
。

と
記
し
て
い
る
。
き
わ
め
て
客
観
的
で
説
得
力
も
あ
る
見
解
で
あ
り
、

そ
の
要
点
は
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
校
異
篇
に
も

《
備
考
》
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
も
っ
て
栗
原
氏
の

説
が
広
く
一
般
に
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
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あ
る
。
そ
の
理
由
も
探
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

（
４
）
三
神
敬
子
氏
の
見
解

保
阪
家
に
保
存
さ
れ
て
き
た
賢
治
書
簡
の
存
在
を
小
沢
俊
郎
氏
に

伝
え
、
小
沢
氏
と
共
に
『
友
へ
の
手
紙
』
の
編
集
に
も
携
わ
っ
た
三

神
敬
子
氏
は
、
そ
の
後
『
賢
治
研
究
』
に
「『
宮
澤
賢
治

友
へ
の

手
紙
』
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
す
る
研
究
ノ
ー
ト
を
二
一
回
に
わ
た
っ

て
連
載
し
て
い
る
。『
賢
治
研
究
』
八
一
号
（
二
〇
〇
〇
年
四
月
）

に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
第
一
七
は
「
訣
別
の
時
｜
書
簡
70
の
位
置
づ
け

と
と
も
に
｜
」
と
題
し
て
、
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
の
書
か

れ
た
時
期
と
二
人
の
訣
別
の
時
期
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

三
神
氏
は
、
ま
ず
賢
治
の
書
簡
か
ら
大
正
十
年
二
月
十
八
日
付
の

書
簡
188
を
最
後
に
嘉
内
へ
の
国
柱
会
に
対
す
る
勧
誘
の
文
言
が
な
く

な
り
、
交
信
も
し
ば
ら
く
途
絶
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
二
人

の
「
訣
別
の
時
」
と
考
え
、『
友
へ
の
手
紙
』
に
記
さ
れ
た
同
年
七

月
下
旬
を
「
訣
別
の
時
」
と
す
る
見
解
に
異
議
を
呈
す
る
。
そ
の
上

で
、
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
が
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
貼
り

込
ま
れ
な
か
っ
た
理
由
を
、
こ
の
書
簡
を
「
素
直
に
受
け
入
れ
る
こ

と
が
出
来
な
か
っ
た
」
た
め
に
「
通
常
の
書
簡
入
れ
の
中
に
は
入
れ

ず
、
他
の
ど
こ
か
別
の
処
に
置
い
た
」
も
の
が
、
大
正
十
二
年
八
月

に
他
の
書
簡
を
「
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
に
貼
っ
た
後
に
出
て
き
た
」

の
で
「
大
正
七
年
、
つ
ま
り
こ
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
年
の
最
後
の

と
こ
ろ
に
は
さ
ん
で
お
い
た
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
す
る
。

さ
ら
に
、
三
神
氏
は
こ
の
書
簡
を
、
賢
治
が
大
正
七
年
三
月
二
十

日
前
後
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
50
を
書
い
た
後
、「
ほ
と
ん
ど
時
を
お

か
ず
、
お
さ
ま
ら
な
い
感
情
を
さ
ら
に
伝
え
る
よ
う
に
、
言
い
切
れ

な
か
っ
た
も
の
を
、
そ
の
も
ど
か
し
さ
か
ら
付
け
足
す
よ
う
に
、
言

い
す
ぎ
て
納
得
出
来
ず
、
さ
ら
に
重
ね
て
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
て
、

泣
き
な
が
ら
書
い
た
手
紙
」
で
あ
る
と
考
え
る
。
文
中
の
「
既
に
先

日
言
へ
ば
言
ふ
程
間
違
っ
て
御
互
に
考
へ
ま
し
た
」
は
、「
嘉
内
が

除
名
を
知
っ
て
、
急
遽
盛
岡
に
も
ど
っ
た
、
三
月
十
五
日
以
後
、
三

月
二
十
九
日
ま
で
の
い
ず
れ
か
の
日
」
に
二
人
が
会
っ
て
話
を
し
た

こ
と
を
指
す
と
推
定
で
き
る
こ
と
な
ど
を
例
に
、
書
簡
「
あ
な
た
は

む
か
し
…
」
は
書
簡
50
と
51
の
間
、
す
な
わ
ち
「
大
正
七
年
三
月
二

十
日
以
後
、
三
月
二
十
九
日
の
間
に
位
置
す
る
」
も
の
で
、「
さ
し

ず
め
書
簡
50
⒜
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
覚
悟
を
求
め
る
書
簡
を
送
っ
て
す
ぐ
、
何

事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
「
こ
ゝ
へ
も
春
が
来
ま
し
た
」
と
い
う

三
月
二
十
九
日
付
の
書
簡
51
を
送
っ
て
い
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
理

解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ほ
ど
早
急
に
賢
治
の
気
持
ち

が
平
静
に
な
る
と
は
思
え
な
い
。
さ
ら
に
嘉
内
の
側
に
立
て
ば
、
突

然
に
除
名
と
い
う
思
い
も
よ
ら
ぬ
処
分
を
受
け
、
気
が
動
顚
し
て
い

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
ん
な
時
に
賢
治
と
信
仰
に
つ
い
て
争
論
な
ど
で

き
る
で
あ
ろ
う
か
。
嘉
内
に
賢
治
の
言
葉
を
考
え
る
余
裕
が
で
き
る
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ま
で
に
は
、
少
な
く
と
も
さ
ら
に
一
か
月
を
要
す
る
。
四
月
三
十
日

付
の
書
簡
59
に
「
私
の
古
い
手
紙
な
ど
を
お
読
み
下
さ
っ
た
り
あ
り

が
た
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
古
い
手
紙
な
ど
」
の
中

に
書
簡
50
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
三
神
氏
は
書
簡
の
時
期
推
定
に
関
し
て
、

ま
た
、
大
正
七
年
以
降
、
二
人
の
長
い
交
友
の
ど
の
時
期
を
さ

が
し
て
も
、
二
人
が
直
接
会
っ
て
話
し
合
っ
た
と
思
わ
れ
る
他

の
時
が
見
当
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
二
人
の

間
に
こ
の
よ
う
な
激
し
い
議
論
の
わ
き
お
こ
る
よ
う
な
状
況
も

見
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
記
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
そ
の
「
他
の
時
」
の
存
在
を
考
え
て
い

る
。

（
５
）
問
題
の
所
在

以
上
の
よ
う
に
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
を
め
ぐ
っ
て
は
さ

ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
が
、
傾
向
と
し
て
考
え
れ
ば
、
小
沢
俊
郎
氏

以
来
連
綿
と
続
い
て
い
る
大
正
十
年
七
月
下
旬
説
は
心
情
的
な
も
の

で
、
大
正
七
年
末
ご
ろ
と
す
る
栗
原
氏
の
説
は
そ
れ
と
好
対
照
な
ま

で
に
客
観
的
な
も
の
と
い
え
る
。
心
情
的
な
見
解
は
人
口
に
膾
炙
し

や
す
い
が
、
根
拠
を
考
え
る
と
妥
当
性
に
疑
問
が
生
じ
る
。
栗
原
氏

も
小
沢
氏
の
見
解
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
言
へ
ば
言
ふ
程
」
は
「
文
字
で
な
く
、」「
向
い
合
っ
て
」

の
こ
と
だ
と
と
れ
る
と
す
る
な
ど
、
目
配
り
よ
く
精
密
に
組
み

立
て
ら
れ
た
追
跡
だ
が
、
ひ
と
つ
だ
け
気
掛
か
り
な
の
は
、
当

該
書
簡
を
こ
こ
に
置
く
理
由
が
求
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因

で
あ
る
。（
中
略
）
か
り
に
、
大
正
十
年
の
七
月
十
八
日
に
、

確
か
に
宮
沢
賢
治
と
保
阪
の
面
会
が
あ
り
、
推
測
さ
れ
る
よ
う

な
意
味
の
斜
線
を
必
要
と
す
る
状
況
が
生
じ
た
の
だ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
当
該
書
簡
を
そ
こ
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

場
合
に
、
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
だ

け
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
を
大
正
七
年
の
も
の
と
す

る
栗
原
氏
の
見
解
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
実
に
客
観
的
に
論
証
さ
れ
、

論
旨
も
明
快
で
、
反
論
の
余
地
は
な
い
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
、『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
第
十
五
巻
が
刊
行
さ
れ
て
一

五
年
を
経
た
今
日
に
あ
っ
て
も
、
栗
原
氏
の
見
解
を
無
視
す
る
か
の

よ
う
に
、
こ
の
書
簡
を
根
拠
と
し
た
大
正
十
年
の
「
訣
別
」
を
当
然

の
こ
と
の
よ
う
に
記
し
た
著
作
が
後
を
絶
た
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ

う
か
。
あ
た
か
も
欠
番
と
な
っ
た
書
簡
196
が
亡
霊
の
よ
う
に
存
在
し

て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
理
由
は
、
お
そ
ら
く
は
栗
原
氏
の
見
解
が
き
わ
め
て
客
観
的

な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
逆
に
読
者
の
心
情
的
な
部
分
に
十
分
浸
透

し
て
い
か
ず
、
こ
れ
を
大
正
十
年
七
月
下
旬
と
見
る
読
者
・
論
者
の

先
入
観
を
払
拭
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
の
こ
と
は
保
阪
庸
夫
氏
の
、
検
討
を
重
ね
た
末
に
「
心
理
的
必
然

性
」
か
ら
こ
の
書
簡
を
大
正
十
年
七
月
下
旬
の
も
の
と
し
た
と
い
う

見
解
と
も
通
じ
る
。
こ
の
書
簡
を
大
正
七
年
三
月
下
旬
の
も
の
と
す

る
三
神
敬
子
氏
の
説
も
、
大
正
七
年
の
中
で
こ
の
「
心
理
的
必
然

性
」
を
探
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
、
大
正
七
年
末
か
そ
れ
に

近
い
時
期
に
賢
治
と
嘉
内
が
再
会
し
、
し
か
も
そ
こ
に
保
阪
氏
の
言

う
「
心
理
的
必
然
性
」
が
感
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
こ
そ
が
こ
の

書
簡
の
位
置
す
べ
き
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

栗
原
氏
も
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
書
簡
の
発
信
時
期
が
保
阪
嘉

内
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
で
の
位
置
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
と
す
れ
ば
、

大
正
七
年
末
ご
ろ
か
ら
前
後
三
か
月
程
度
の
範
囲
に
、
そ
れ
に
ふ
さ

わ
し
い
時
期
を
必
ず
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
仮
定
し
て
、
大
正
七
年
三
月
か
ら
八
年
春
に
か
け
て
の
宮
沢
賢

治
と
保
阪
嘉
内
の
動
向
を
改
め
て
書
簡
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。

な
お
、
三
神
敬
子
氏
の
こ
の
書
簡
を
大
正
七
年
三
月
の
も
の
と
す

る
説
に
つ
い
て
は
、
筆
者
も
か
つ
て
そ
れ
に
近
い
こ
と
を
考
え
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
中
で
何
度
も
「
こ
の
経
」
と
い
う
言
葉
が

出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
簡
は
「
赤
い
経
巻
」
こ
と
島
地
大
等

編
『
漢
和
対
照
妙
法
蓮
華
経
』
を
賢
治
が
嘉
内
に
贈
っ
た
際
に
添
え

た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
内
側
の
文

中
に
「
経

こ
の
経
）を
信
ず
る
か
又
は
一
度
こ
の
経
の
御
名
を
も
聞

き
こ
の
経
を
も
読
み
な
が
ら
今
之
を
棄
て
去
る
か
の
み
に
依
つ
て
定

ま
り
ま
す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
嘉
内
が
「
こ
の
経
」
を
手
に
し
て

か
ら
相
当
の
間
を
置
い
て
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
た
め
、
こ
の

考
え
は
採
ら
な
か
っ
た
。

三

書
簡
か
ら
見
え
る
両
者
の
動
向

大
正
七
年
三
月
十
三
日
、
保
阪
嘉
内
は
盛
岡
高
等
農
林
学
校
か
ら

突
然
に
除
名
処
分
を
受
け
た
。
春
休
み
で
帰
省
中
で
あ
っ
た
嘉
内
に

賢
治
が
除
名
を
報
じ
た
の
が
書
簡
49
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
た
嘉
内
は

急
遽
盛
岡
に
戻
り
、
除
名
の
撤
回
を
求
め
る
べ
く
教
授
た
ち
を
訪
問

し
た
が
願
い
は
叶
わ
ず
、
虚
し
く
盛
岡
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
賢
治

は
研
究
生
と
し
て
学
校
に
残
り
、
同
時
に
嘱
託
と
し
て
学
校
の
実
験

指
導
補
助
や
稗
貫
郡
の
地
質
調
査
の
仕
事
に
従
事
す
る
。

嘉
内
は
明
治
大
学
に
籍
を
置
き
つ
つ
、
農
科
大
学
へ
の
進
学
を
目

指
し
て
東
京
で
受
験
勉
強
を
開
始
す
る
が
、
六
月
十
六
日
に
嘉
内
の

母
・
い
ま
が
逝
去
す
る
。
賢
治
は
嘉
内
を
慰
め
る
と
同
時
に
法
華
経

へ
の
帰
依
を
勧
め
る
書
簡
を
相
次
い
で
送
る
。
書
簡
74
・
75
・
76
が

そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
賢
治
と
嘉
内
の
間
に
信
仰
に
対
す
る
齟
齬

が
あ
っ
た
こ
と
は
七
月
ご
ろ
の
賢
治
の
書
簡
の
所
々
か
ら
う
か
が
え

る
。
た
と
え
ば
七
月
十
七
日
消
印
の
書
簡
78
で
「
あ
な
た
は
何
で
も
、

何
か
の
型
に
入
ら
な
け
れ
ば
御
満
足
が
で
き
な
い
の
で
す
か
」、
七

月
二
十
五
日
消
印
の
書
簡
83
で
「
私
が
さ
つ
ぱ
り
あ
な
た
の
御
心
持
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を
取
り
違
い
て
ゐ
る
と
か
云
ふ
こ
と
も
本
統
で
せ
う
」
と
い
っ
た
文

言
に
は
双
方
の
考
え
に
食
い
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

六
月
三
十
日
、
賢
治
は
肋
膜
炎
の
診
断
を
受
け
、
七
月
に
は
関
教
授

に
退
学
を
申
し
入
れ
、
八
月
に
は
実
験
指
導
補
助
の
嘱
託
を
解
か
れ

て
い
る
。
健
康
に
不
安
が
あ
り
、
将
来
の
職
業
に
対
し
て
も
展
望
が

開
け
ず
、
精
神
的
に
不
安
定
に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
一
因
か
も
知
れ

な
い
が
、
既
に
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
二
人
の
間
に
信
仰
に
対
す
る
考

え
に
相
違
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
間
、『
ア

ザ
リ
ア
』
の
終
刊
号
と
な
っ
た
第
六
号
が
河
本
義
行
の
尽
力
で
六
月

二
十
五
日
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

九
月
、
嘉
内
は
早
稲
田
大
学
に
入
学
し
た
。
賢
治
が
九
月
二
十
九

日
付
の
書
簡
88
で
「
先
以
て
今
回
は
東
京
御
研
学
の
事
と
決
定
相
成

り
候
段
奉
大
賀
候
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
明
治
大
学
に
入
学
し

た
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
従
来
は
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
四
月
に
入

学
し
た
学
校
の
こ
と
を
九
月
の
末
に
な
っ
て
取
り
上
げ
る
の
は
時
期

的
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
そ
こ
で
、
嘉
内
の
河
本
義
行
宛
書
簡
を
見
る
と

「
か
く
て
目
下
東
京
に
あ
れ
ど
学
校
は
ど
こ
へ
も
行
か
ず
（
但
し
早

稲
田
大
学
生
の
名
義
）、
心
の
趣
く
侭
に
勉
強
致
し
居
り
候
」
と
い

う
言
葉
が
出
て
く
る14

）
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
明
治
大
学
を
辞
め
て
早

稲
田
大
学
に
入
学
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
書

簡
83
ａ
の
「
学
校
は
面
白
う
ご
ざ
い
ま
す
か
」
は
、「
東
京
御
研
学
」

の
状
況
を
さ
ら
に
詳
し
く
訪
ね
た
も
の
で
あ
り
、
書
簡
88
の
後
に
位

置
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
栗
原
敦
氏
は
、『
校
本
宮
澤

賢
治
全
集
』
で
は
十
月
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
、
書
簡
92
の
番
号
が
付
与

さ
れ
て
い
た
こ
の
書
簡
を
、『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
で
は
八
月

ご
ろ
と
推
定
し
て
書
簡
83
ａ
の
位
置
に
移
し
て
い
る
（
従
っ
て
92
は

欠
番
）
が
、
こ
の
点
に
着
目
す
る
限
り
栗
原
氏
の
判
断
に
は
疑
問
が

あ
る
。
ち
な
み
に
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
で
の
こ
の
書
簡
の
貼
込
位

置
は
、
書
簡
88
の
次
で
あ
る
。

そ
の
後
、
十
一
月
に
至
っ
て
嘉
内
は
郷
里
に
帰
っ
て
営
農
す
る
こ

と
を
決
意
す
る
。
十
二
月
初
め
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
書
簡
93
で
賢

治
が
「
こ
の
度
は
又
御
決
心
の
程
誠
に
羨
し
く
、
御
祝
申
し
上
げ
ま

す
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
十
一
月
の

末
頃
、
嘉
内
は
東
京
の
下
宿
を
引
き
払
っ
て
郷
里
の
駒
井
村
（
現
・

山
梨
県
韮
崎
市
）
に
戻
る
が
、「
農
学
を
学
ん
で
村
に
帰
り
、
村
長

と
な
っ
て
故
郷
を
模
範
村
に
す
る
」
と
い
う
大
志
を
抱
い
て
入
学
し

た
盛
岡
高
等
農
林
学
校
や
そ
こ
で
出
会
っ
た
賢
治
を
初
め
と
し
た
友

た
ち
へ
の
思
い
は
忘
れ
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

こ
ろ
『
ひ
と
つ
の
も
の
』
と
題
し
た
歌
稿
ノ
ー
ト
に
「
何
故
ぞ
／
杜

陵
は
い
ま
に
／
忘
れ
さ
ら
ず
／
秋
冷
ふ
か
く
／
身
に
し
み
渡
る
」
な

ど
、
盛
岡
へ
の
思
い
を
綴
っ
た
歌15

）
を
記
し
て
い
る
。
嘉
内
は
営
農
が

本
格
化
す
る
前
に
、
盛
岡
や
花
巻
を
訪
問
し
て
お
こ
う
と
計
画
し
た

も
の
ら
し
い
。
十
二
月
十
二
日
消
印
の
河
本
義
行
宛
嘉
内
書
簡
に

「
僕
も
来
年
一
月
十
日
前
後
に
盛
岡
へ
往
く
、
是
非
そ
の
時
合
ふ
事
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が
出
来
る
様
に
盛
岡
に
居
て
は
下
さ
ら
ん
か
」
と
あ
る16

）
の
は
、
そ
う

し
た
計
画
を
伝
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
、
こ
の
計
画
は
賢
治

に
も
伝
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
書
簡
93
に
「
私
も
そ
ち
ら
へ
参
り

た
い
の
で
す
が
と
て
も
宅
へ
は
願
ひ
兼
ね
ま
す
。
御
出
で
下
さ
る
な

ら
ば
最
あ
り
が
た
く
存
じ
ま
す
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
こ
と
へ
の
返

信
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
計
画
は
頓
挫
す
る
。
妹
ト
シ
の
入
院
に
よ
り
賢
治

は
母
親
と
一
緒
に
上
京
し
て
ト
シ
の
看
病
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た

た
め
で
あ
る
。
十
二
月
三
十
一
日
付
の
書
簡
102
で
「
あ
な
た
と
御
目

に
か
か
る
機
会
を
得
ま
せ
う
か
ど
う
で
す
か

若
し
御
序
で
も
あ
れ

ば

日
時
と
場
所
と
を

御
示
し
下
さ
い
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、

妹
の
看
病
の
た
め
に
上
京
し
た
こ
と
に
よ
る
突
然
の
思
い
つ
き
で
は

な
く
予
定
を
変
更
し
て
東
京
で
会
う
こ
と
を
提
案
し
た
も
の
、
す
な

わ
ち
一
月
に
岩
手
で
会
お
う
と
い
う
最
初
の
再
会
の
計
画
は
断
念
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
代
わ
り
に
東
京
で
再
会
し
よ
う
と
考
え
た
も

の
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
二
人
は
大
正
八
年
の
一
月
十
日
前
後
に
東

京
で
再
会
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
そ
の
こ
と
を
実

証
す
る
資
料
は
今
の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も

二
人
が
東
京
で
再
会
し
、
相
違
す
る
意
見
を
ぶ
つ
け
あ
っ
た
ら
し
い

こ
と
は
、
大
正
九
年
七
月
二
十
二
日
付
の
書
簡
166
に
「
東
京
デ
オ
目

ニ
カ
ヽ
ッ
タ
コ
ロ
ハ
コ
ノ
実
際
ノ
行
路
ニ
ハ
甚
シ
ク
迷
ツ
テ
ヰ
タ
ノ

デ
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。
賢
治
と
嘉
内
が
東
京
で
再

会
し
た
と
す
れ
ば
、
賢
治
が
ト
シ
の
看
病
で
上
京
し
て
い
た
大
正
七

年
の
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
八
年
三
月
三
日
ま
で
の
二
か
月
ほ
ど
の

間
に
限
定
で
き
、
賢
治
の
い
う
「
行
路
」
と
は
模
造
宝
石
の
製
作
な

ど
の
職
業
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
前
に
「
タ
シ
カ
ニ
ワ
レ
ワ
レ

ハ

口
デ
コ
ソ
云
ハ
ネ
同
ジ
願
ヲ
タ
テ
タ
筈
デ
ス
」
と
書
い
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
信
仰
に
関
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。

こ
う
し
た
こ
と
を
手
が
か
り
に
考
え
れ
ば
、
最
も
可
能
性
が
高
い

時
期
は
大
正
八
年
一
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
三
日
間
で
は
あ

る
ま
い
か
。
賢
治
は
毎
日
ト
シ
の
病
状
を
伝
え
る
書
簡
を
父
宛
に
送

っ
て
お
り
、
一
月
十
一
日
に
は
書
簡
110
に
「
可
成
一
日
二
便
と
致
す

べ
く
候
」
と
ま
で
書
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
四
日
・
十
五

日
の
二
日
間
は
父
宛
に
書
簡
を
送
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
一
月
十
三

日
付
の
書
簡
11217

）
は
帯
京
中
の
父
宛
書
簡
の
中
で
唯
一
箇
条
書
き
で
書

か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
精
神
的
な
動
揺
が
影
響
し
た
た
め
か
も
知

れ
な
い
。
当
然
、
時
期
的
に
も
一
月
十
日
前
後
と
い
う
当
初
の
盛

岡
・
花
巻
訪
問
の
予
定
と
大
き
く
離
れ
て
は
い
な
い
。

ま
た
、
こ
の
時
期
に
賢
治
と
嘉
内
の
間
で
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た

こ
と
も
書
簡
か
ら
う
か
が
え
る
。
十
二
月
十
日
頃
の
も
の
と
推
定
さ

れ
て
い
る
書
簡
94
で
「
私
が
あ
な
た
の
力
を
知
ら
な
い
と
云
ふ
の
は

（
中
略
）
あ
な
た
は
あ
な
た
の
信
ず
る
と
こ
ろ
を
お
や
り
に
な
っ
た

ら
い
か
が
で
す
か
」
と
批
判
的
に
記
し
て
い
る
こ
と
や
、
書
簡
102
で
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は
自
分
か
ら
再
会
を
呼
び
か
け
な
が
ら
も
「
母
の
前
で
は
一
寸
こ
み

入
っ
た
事
は
話
し
兼
ね
ま
す
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
二

人
の
間
に
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
が

感
じ
ら
れ
る
。

再
会
後
、
二
人
の
間
に
は
し
ば
ら
く
の
断
絶
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
次
に
両
者
が
書
簡
を
交
わ
す
の
は
大
正
八
年
四
月
ご
ろ
と
推
定

さ
れ
、
書
簡
144
で
「
永
々
と
御
無
沙
汰
致
し
ま
し
た
が
」
と
賢
治
が

無
沙
汰
を
詫
び
て
い
る
よ
う
に
嘉
内
と
の
間
に
少
な
く
と
も
数
か
月

の
間
交
信
が
な
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
方
、
河
本
が
一
月

十
九
日
消
印
の
嘉
内
宛
書
簡
で
「
御
来
盛
の
程
如
何
相
成
り
候
や
」

と
い
い
、
さ
ら
に
一
月
三
十
日
消
印
の
嘉
内
宛
書
簡
で
は
「
三
月
に

は
是
非
盛
岡
に
来
ら
れ
よ
」
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ18

）
か
ら
、
嘉
内
は

一
月
十
日
前
後
に
盛
岡
に
行
く
計
画
を
十
九
日
以
前
に
中
止
し
、
三

十
日
ま
で
に
三
月
に
盛
岡
を
訪
問
す
べ
く
計
画
の
変
更
を
知
ら
せ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
嘉
内
は
実
際
に
、
三
月
八
日
か
ら
十
二
日
に

か
け
て
盛
岡
に
旅
行
し
、
盛
岡
で
は
河
本
ら
同
級
の
友
人
や
馴
染
み

で
あ
っ
た
芸
妓
ら
と
再
会
し
た
こ
と
を
『
盛
岡
紀
行
』
と
題
し
た
手

帳
に
記
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
手
帳
の
記
録
を
見
る

限
り
、
旅
の
途
中
で
賢
治
を
訪
問
し
た
形
跡
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は

訪
問
し
づ
ら
い
雰
囲
気
が
当
時
の
二
人
の
間
に
あ
っ
た
た
め
で
は
な

か
ろ
う
か
。
書
簡
144
は
、
そ
れ
か
ら
約
一
か
月
を
経
て
発
信
さ
れ
た

嘉
内
か
ら
の
書
簡
に
対
す
る
返
信
と
思
わ
れ
る
。

四

書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
の
位
置

こ
の
よ
う
に
書
簡
を
見
る
限
り
、
少
な
く
と
も
宮
沢
賢
治
と
保
阪

嘉
内
の
二
人
が
大
正
九
年
七
月
以
前
に
東
京
の
ど
こ
か
で
再
会
し
た

こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
時
に
は
二
人
の
間
に
争
論
が

あ
り
、
そ
の
内
容
が
信
仰
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像

に
難
く
な
い
。
そ
の
時
期
を
宮
沢
賢
治
・
保
阪
嘉
内
・
河
本
義
行
の

三
人
の
書
簡
か
ら
探
る
な
ら
ば
、
大
正
八
年
一
月
十
日
か
ら
十
九
日

ま
で
の
間
、
と
り
わ
け
一
月
十
三
日
か
ら
十
五
日
の
間
が
最
も
可
能

性
が
高
い
。
お
そ
ら
く
そ
の
時
、
二
人
の
間
に
は
激
論
が
交
わ
さ
れ
、

そ
の
た
め
し
ば
ら
く
の
間
は
交
信
も
途
絶
え
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
嘉
内
が
盛
岡
を
訪
問
し
な
が
ら
賢
治
を
訪
ね
な
か
っ
た

の
は
そ
の
た
め
で
、
書
簡
144
か
ら
考
え
る
と
四
月
ご
ろ
ま
で
、
二
人

の
間
に
は
沈
黙
が
続
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
状
況
は
、
従
来
大
正
十
年
七
月
下
旬
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

て
き
た
賢
治
と
嘉
内
の
「
訣
別
」
の
状
況
に
似
て
は
い
な
い
か
。
す

な
わ
ち
、
大
正
十
年
七
月
下
旬
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う

な
二
人
の
再
会
と
意
見
の
対
立
が
、
大
正
八
年
一
月
中
旬
に
も
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
「
訣
別
」
で

終
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
冷
却
期
間
と
も
い
う
べ
き
し
ば
ら
く

の
沈
黙
が
続
い
た
後
で
交
友
は
復
活
し
て
い
る
。

栗
原
敦
氏
が
詳
し
く
検
証
し
て
い
る
通
り
、
書
簡
「
あ
な
た
は
む
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か
し
…
」
に
お
け
る
促
音
の
表
記
や
「
な
」
の
字
形
、
用
箋
、
さ
ら

に
は
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
で
の
貼
り
込
み
位
置
と
い
っ
た
客
観
的
な

状
況
は
、
す
べ
て
大
正
七
年
か
ら
八
年
の
春
頃
ま
で
と
い
う
時
期
を

明
確
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
栗
原
氏
の
説
が
人
口
に
膾
炙
せ
ず
、

今
な
お
多
く
の
人
々
に
と
っ
て
こ
の
書
簡
が
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全

集
』
の
書
簡
102
ａ
で
は
な
く
、『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
の
書
簡
196

の
ま
ま
で
あ
り
続
け
て
い
る
理
由
は
、
保
阪
庸
夫
氏
の
言
葉
を
借
り

る
な
ら
ば
「
心
理
的
必
然
性
」
が
示
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
い
わ
ば
102
ａ
と
い
う
位
置
に
消
去
法
的
な
印
象
を
感
じ

て
し
ま
う
こ
と
に
原
因
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
手
掛
り
を
求
め
る
な
ら
ば
、
こ
の
書
簡
の
中
で
何
度
も
繰

り
返
さ
れ
る
「
こ
の
経
」
と
い
う
言
葉
に
も
注
目
で
き
る
。「
こ
の

経
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
法
華
経
の
こ
と
で
あ
る
が
、
法
華
経
そ

の
も
の
に
心
酔
す
る
よ
う
な
個
人
的
な
信
仰
か
ら
国
柱
会
の
日
蓮
主

義
に
よ
る
信
仰
に
移
行
し
た
と
思
わ
れ
る
大
正
九
年
七
月
の
書
簡
166

以
降
で
は
こ
う
し
た
言
い
方
は
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え

ば
「
こ
の
経
に
帰
依
し
て
く
だ
さ
い
」
と
は
言
わ
ず
「
日
蓮
大
聖
人

御
門
下
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
っ
た
言
い
方
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。
と
こ
ろ
が
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
の
中
に
は
「
日
蓮

大
聖
人
」「
国
柱
会
」
と
い
っ
た
言
葉
は
何
一
つ
出
て
こ
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
こ
の
書
簡
が
少
な
く
と
も
賢
治
が
国
柱
会
に
関
心
を
持

つ
よ
う
に
な
る
以
前
に
書
か
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

加
え
て
、
こ
の
書
簡
の
中
で
賢
治
が
「
夏
に
岩
手
山
に
行
く
途
中

誓
は
れ
た
心
が
今
荒
び
給
ふ
な
ら
ば
」
と
、
大
正
六
年
七
月
に
嘉
内

と
二
人
で
岩
手
山
に
登
っ
た
時
の
思
い
出
を
話
題
に
し
て
い
る
こ
と

に
も
注
目
で
き
よ
う
。
賢
治
が
書
簡
に
こ
の
話
を
最
初
に
書
い
た
の

は
大
正
七
年
十
二
月
十
日
頃
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
94
で
、
そ
の
後
大

正
八
年
八
月
上
旬
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
153
、
大
正
九
年
五
月
と
推
定

さ
れ
る
書
簡
164
、
大
正
九
年
七
月
二
十
二
日
と
推
定
さ
れ
る
書
簡
166

と
続
き
、
そ
れ
以
降
は
話
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
と
り
わ
け
書
簡
94

に
こ
の
話
題
が
長
々
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
書
簡
「
あ
な
た
は

む
か
し
…
」
と
の
関
連
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
は

大
正
八
年
一
月
中
旬
、
お
そ
ら
く
は
父
宛
の
書
簡
が
中
断
し
て
い
る

一
月
十
四
日
・
十
五
日
あ
た
り
に
書
か
れ
た
も
の19

）
と
見
る
の
が
、
最

も
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
を
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
の

書
簡
番
号
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
書
簡
112
ａ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
位
置
で
あ
れ
ば
、
栗
原
氏
が
指
摘
す
る
表
記
や
用
字
な
ど
の
点

で
も
全
く
問
題
な
く
、
保
阪
嘉
内
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
ブ
ッ
ク
で
の
貼
り

込
み
位
置
と
も
当
然
一
致
し
、
し
か
も
保
阪
庸
夫
氏
の
い
う
「
心
理

的
必
然
性
」
も
認
め
ら
れ
う
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
取
り
上
げ
た
書
簡
「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
の
位
置
を
め
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ぐ
っ
て
は
い
く
つ
か
の
考
え
方
は
あ
る
が
、
内
容
的
に
二
人
が
会
っ

て
話
し
た
が
話
が
か
み
合
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
賢
治

が
自
分
の
思
い
を
切
々
と
述
べ
た
も
の
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い

る
。
筆
者
も
ま
た
そ
の
点
に
つ
い
て
は
同
感
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ

れ
を
い
つ
の
時
点
の
こ
と
と
見
做
す
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
来
の
伝
記
研
究
で
は
、
大
正
七
年
三
月
に
保
阪
嘉
内
は
除
名
、

宮
沢
賢
治
は
卒
業
に
よ
っ
て
両
者
は
離
れ
離
れ
に
な
り
、
保
阪
嘉
内

の
日
記
に
「
宮
澤
賢
治
／
面
会
来
」
と
記
さ
れ
て
い
る
大
正
十
年
七

月
十
八
日
ま
で
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た

見
解
は
、
こ
の
書
簡
が
大
正
十
年
七
月
に
書
か
れ
た
と
す
る
小
沢
俊

郎
氏
ら
の
説
や
、
大
正
七
年
三
月
に
書
か
れ
た
と
す
る
三
神
敬
子
氏

の
説
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
小
沢
氏
の
説
は
多
く
の
論
者

が
拠
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
筆
者
は
書
簡
を
再
検
討
す
る
こ

と
に
よ
り
大
正
八
年
一
月
に
二
人
は
再
会
し
て
い
る
と
考
え
、
書
簡

「
あ
な
た
は
む
か
し
…
」
は
そ
の
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と

推
定
す
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
書
簡
に
日
付
が
な
い
こ
と
や
、
二
人
が

再
会
し
た
確
た
る
証
拠
が
な
い
以
上
は
説
の
一
つ
と
い
う
域
は
出
な

い
が
、
他
の
書
簡
に
記
さ
れ
た
状
況
か
ら
判
断
し
て
筆
者
に
は
こ
の

位
置
が
最
も
ふ
さ
わ
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
栗
原
敦
氏
は

「
い
ま
は
自
分
の
意
見
は
慎
ん
で
、
こ
れ
か
ら
の
追
究
の
深
ま
り
に

待
ち
た
い
と
思
う
」
と
結
ば
れ
た20

）
が
、
本
稿
も
そ
の
「
追
究
」
の
一

つ
の
結
果
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注１
）
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
で
は
そ
の
一
部
を
ま
と
め
て
七
二
通
と

し
て
い
る
。

２
）

森
荘
已
池
『
宮
澤
賢
治
』
小
学
館
、
一
九
四
三
年
。

３
）

境
忠
一
「
宮
沢
賢
治
と
『
ア
ザ
リ
ア
』」『
有
明
工
業
高
等
専
門
学
校

紀
要
』
三
号
、
一
九
六
七
年
十
二
月
。

４
）

保
阪
庸
夫
「『
友
へ
の
手
紙
』
残
照
」『
賢
治
研
究
』
七
〇
号
、
一
九

九
六
年
八
月
。
六
二
頁
。

５
）

保
阪
庸
夫
「
我
が
友
賢
治
｜
遺
品
は
呟
く
」『
宮
澤
賢
治
｜
一
通
の

復
命
書
』
市
立
小
樽
文
学
館
、
一
九
九
七
年
。
一
四
頁
。

６
）
『
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
五
四
〇
｜
五
四
一
頁
。
な
お
『
新
校
本
宮

澤
賢
治
全
集
』
の
年
譜
で
は
、
栗
原
敦
氏
の
見
解
を
踏
ま
え
、「
書
簡

196
」
に
関
す
る
記
述
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

７
）

例
え
ば
、
最
近
の
評
伝
で
あ
る
山
下
聖
美
『
新
書
で
入
門

宮
沢
賢

治
の
ち
か
ら
』（
新
潮
新
書
、
二
〇
〇
八
年
）
や
第
三
九
回
新
潮
新
人

賞
受
賞
作
で
あ
る
大
澤
信
亮
「
宮
澤
賢
治
の
暴
力
」（『
新
潮
』
一
〇
四

巻
一
一
号
、
二
〇
〇
七
年
十
一
月
）
な
ど
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
保

阪
嘉
内
を
取
り
上
げ
た
著
作
は
、
筆
者
の
知
る
限
り
い
ず
れ
も
疑
問
を

差
し
挟
む
こ
と
な
く
二
人
の
訣
別
を
記
し
て
い
る
。

８
）

こ
う
し
た
小
沢
俊
郎
氏
の
論
拠
に
つ
い
て
、
栗
原
敦
氏
も
「
前
提
と

さ
れ
た
こ
の
疑
問
も
ま
た
洗
い
直
す
必
要
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う

か
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
栗
原
敦
「
表
記
と
用
字
、
あ
る
い
は
時
期
推

定
書
簡
存
疑
｜
『
新
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
』
書
簡
集
編
集
作
業
か
ら

｜
」『
宮
沢
賢
治
研
究A

n
n
u
a
l

』
五
号
、
一
九
九
五
年
。
一
五
七
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頁
）。

９
）

斜
線
は
後
日
に
ま
と
め
て
引
か
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
、「
宮
澤

賢
治
／
面
会
来
」
の
記
述
自
体
も
後
日
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

詳
細
は
、
拙
稿
「
宮
沢
賢
治
と
保
阪
嘉
内
の
『
訣
別
』
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
宮
沢
賢
治
研
究A

n
n
u
a
l

』
二
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
）
に
記
し
た
。

10
）

菅
原
千
恵
子
『
宮
沢
賢
治
の
青
春
』（
宝
島
社
、
一
九
九
四
年
）、
九

九
｜
一
一
四
頁
。

11
）

注

５
）に
同
じ
。

12
）

保
阪
庸
夫
、
注

４
）前
掲
書
。
六
二
｜
六
三
頁
。

13
）

保
阪
庸
夫
氏
の
い
う
「
嘉
内
の
手
記
」
と
は
、
河
本
緑
石
ら
の
同
人

誌
『
砂
丘
』
二
号
（
砂
丘
社
、
一
九
二
二
年
二
月
）
に
保
阪
嘉
内
が
寄

稿
し
た
「
審
判
の
日
よ
来
れ
」
と
題
し
た
散
文
を
指
す
。
保
阪
氏
は
、

嘉
内
が
文
中
で
「
陸
中
花
巻
な
る
Ｍ
｜
忍
苦
の
人
」
と
賢
治
に
つ
い
て

評
し
な
が
ら
も
「
人
は
力
無
く
し
て
折
伏
を
摂
す
る
事
は
あ
ま
り
に

越
至
極
の
事
で
あ
る
」
と
あ
る
の
を
論
拠
と
し
て
い
る
。
引
用
文
中
に

は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
正
十
年
七
・
八
月
の
関
徳
弥
宛
の
賢
治
の

書
簡
195
・
197
も
保
阪
庸
夫
氏
の
い
う
「
心
理
的
必
然
性
」
に
つ
な
が
る

も
の
と
い
え
よ
う
。

14
）

河
本
静
夫
編
『
ア
ザ
リ
ア
の
友
へ
』（
緑
石
書
簡
集
刊
行
会
、
一
九

九
七
年
）
九
頁
所
載
。
日
付
は
な
い
が
保
阪
庸
夫
氏
は
大
正
七
年
十
月

〜
十
一
月
頃
と
推
定
し
て
い
る
。

15
）
「
杜
陵
は
つ
ひ
に
」
と
題
し
て
六
首
を
記
し
て
い
る
。
引
用
し
た
の

は
そ
の
冒
頭
歌
。
十
一
月
二
十
七
日
の
日
付
が
あ
る
。

16
）

河
本
静
夫
編
、
前
掲
書
。
五
頁
所
載
。

17
）

賢
治
は
こ
の
書
簡
の
中
で
、
初
め
て
帝
国
図
書
館
に
行
っ
た
こ
と
を

告
げ
て
い
る
。
賢
治
の
書
簡
や
嘉
内
の
歌
稿
に
上
野
の
「
博
物
館
」
が

登
場
す
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
上
野
で
両
者
が
待
ち
合
わ
せ
た
と
し
て

も
不
思
議
は
な
い
。

18
）

河
本
静
夫
編
、
前
掲
書
。
四
〇
｜
四
一
頁
所
載
。

19
）

大
正
八
年
一
月
五
日
、『
カ
ル
メ
ン
』
公
演
中
で
あ
っ
た
女
優
の
松

井
須
磨
子
が
自
殺
し
て
い
る
。
も
し
賢
治
が
保
阪
嘉
内
と
一
月
十
日
前

後
に
東
京
で
再
会
し
た
と
す
れ
ば
二
人
の
間
で
こ
の
こ
と
が
話
題
に
な

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
賢
治
が
『
春
と
修
羅
』
に
収
録
し
た
「
習
作
」

に
、『
カ
ル
メ
ン
』
の
劇
中
歌
で
あ
っ
た
「
恋
の
鳥
」（
北
原
白
秋
作

詞
・
中
山
晋
平
作
曲
）
の
詩
句
を
一
部
変
え
た
も
の
が
挿
入
さ
れ
て
い

る
が
、
保
阪
嘉
内
も
こ
の
詩
句
を
取
り
入
れ
た
歌
曲
を
自
作
し
て
歌
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
、
東
京
で
『
カ
ル
メ
ン
』
に
つ
い
て
話
し
た
こ
と
が

二
人
の
思
い
出
の
一
つ
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
な
お
、
保
阪
家
で

は
嘉
内
の
作
っ
た
こ
の
歌
を
家
庭
歌
と
し
て
今
も
歌
い
継
い
で
い
る
。

20
）

栗
原
敦
、
注

８
）前
掲
書
。
一
六
三
頁
。
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