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去
る
十
二
月
十
九
日
午
後
一
時
半
か
ら
二
時
の
間
に
、
品
川
に
住
む
二
十
六
歳
の
母
親
が
、
二
つ
の
男

の
子
の
手
を
ひ
き
、
生
れ
て
一
ヵ
月
た
っ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
を
お
ん
ぶ
し
て
、
山
の
手
電
車
に
の
っ

た
。
そ
の
時
刻
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
省
線
は
猛
烈
に
こ
ん
で
全
く
身
動
き
も
出
来
ず
、
上
の
子
を
や
っ
と

腰
か
け
さ
せ
て
か
ば
っ
て
い
た
間
に
、
背
中
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
お
そ
ら
く
ね
ん
ね
こ
の
中
へ
顔
を
埋
め
ら

れ
圧
し
つ
け
ら
れ
た
た
め
だ
ろ
う
、
窒
息
し
て
死
ん
だ
。

　
こ
の
不
幸
な
出
来
ご
と
を
、
東
京
検
事
局
で
は
、
「
一
般
の
お
母
さ
ん
へ
の
警
告
」
と
し
て
、
過
失
致

死
罪
と
し
て
起
訴
し
た
。
殺
人
電
車
、
赤
ち
ゃ
ん
窒
息
と
い
う
見
出
し
で
新
聞
は
こ
の
事
件
を
報
じ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
不
幸
は
母
親
ば
か
り
の
責
任
で
は
な
く
、
我
も
ろ
と
も
十
分
に
知
り
つ
く
し
て
い
る
昨
今

の
東
京
の
交
通
地
獄
の
凄
じ
さ
に
対
し
て
、
熱
意
あ
る
解
決
を
し
な
い
運
輸
省
の
怠
慢
に
つ
い
て
、
注
意

を
喚
起
し
た
。

　
世
間
の
輿
論
は
、
不
幸
な
母
親
由
紀
子
さ
ん
に
同
情
を
示
し
、
結
局
、
東
京
検
事
局
は
起
訴
猶
予
と
し

た
。
そ
し
て
、
忙
し
く
て
乏
し
い
歳
末
の
喧
騒
に
ま
ぎ
れ
て
、
こ
の
事
件
は
忘
れ
ら
れ
、
今
日
、
私
た
ち

は
、
そ
の
事
件
の
お
こ
っ
た
当
日
と
大
し
て
変
り
な
い
暴
力
的
交
通
状
態
の
下
に
暮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
新
聞
記
事
の
出
た
前
後
、
検
事
局
の
態
度
に
あ
き
た
り
な
い
投
書
が
、
ど
っ
さ
り
あ
っ
た
。
こ
の
一
事
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件
は
、
猶
予
と
い
う
形
で
落
着
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
考
慮
あ
る
人
々
は
、
こ
の
一
事
件
が
暗
示
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
、
ど
ん
な
に
深
刻
で
あ
る
か
、
今
日
な
お
し
ば
し
ば
思
い
め
ぐ
ら
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
思

う
。

　
全
く
不
幸
な
災
難
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
こ
の
事
件
が
、
先
ず
法
律
的
処
罰
の
対
象
と
な
り
得
る
と

い
う
こ
と
に
一
驚
し
た
の
は
、
私
だ
け
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
検
事
と
い
う
職
務
の
官
吏
が
、
み
ん
な
自

家
用
自
動
車
で
通
勤
し
て
は
い
な
い
。
弁
当
の
足
り
な
い
こ
と
を
心
の
う
ち
に
歎
じ
つ
つ
、
彼
等
も
人
の

子
ら
し
く
、
お
そ
ろ
し
い
電
車
に
も
ま
れ
て
、
出
勤
し
、
帰
宅
し
て
い
る
と
思
う
。
官
吏
の
経
済
事
情
は
、

旧
市
内
の
や
け
の
こ
っ
た
と
こ
ろ
に
邸
宅
を
も
つ
こ
と
は
許
さ
な
い
か
ら
、
多
数
の
人
々
は
、
会
社
線
を

も
利
用
し
て
、
遙
々
と
た
つ
き
の
た
め
に
い
そ
し
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
良
人
で
あ
り
父
親
で
あ
る
こ
れ

ら
の
官
吏
た
ち
が
、
わ
が
妻
、
わ
が
子
を
つ
れ
て
た
ま
の
休
日
に
い
ざ
団
欒
的
外
出
と
思
う
と
き
、
第
一
、

そ
の
つ
つ
ま
し
い
た
の
し
さ
を
う
ち
こ
わ
す
も
の
は
何
だ
ろ
う
か
。
交
通
地
獄
の
恐
怖
で
あ
る
。
検
事
局

と
書
い
た
木
札
を
胸
に
か
け
て
、
乗
ろ
う
と
す
る
粗
暴
な
群
集
を
整
理
す
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
。
一
私

人
と
し
て
立
て
ば
、
や
は
り
我
身
を
も
み
く
し
ゃ
に
さ
れ
、
妻
を
顧
み
て
「
お
い
大
丈
夫
か
」
と
い
い
、

子
の
名
を
呼
ん
で
「
乗
れ
た
か
？
」
と
叫
び
も
す
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
。
今
日
の
、
日

本
の
人
民
の
一
員
た
る
現
実
の
姿
が
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
そ
こ
に
現
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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そ
う
い
う
日
常
の
生
活
を
し
て
い
る
官
吏
た
ち
が
、 

偶  

々 

た
ま
た
ま

一
人
の
若
い
母
親
と
そ
の
赤
子
の
上
に
ふ

り
か
か
っ
た
災
難
を
と
り
あ
げ
て
警
告
的
処
罰
を
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
理
由
は
、
ど
こ
に
あ
り
得
た
の

だ
ろ
う
か
。
常
識
あ
る
万
人
の
心
が
、
そ
の
母
と
子
と
を
気
の
毒
と
思
う
場
合
、
そ
の
人
が
処
罰
の
対
象

と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
人
民
は
そ
の
人
が
気
の
毒
だ
し
、
災
難
を
う
け
た
方
が
罪
に
な
る
と
は
、
さ

て
こ
わ
い
と
、
畏
縮
し
て
、
女
子
供
の
外
出
が
へ
る
と
思
い
つ
か
れ
で
も
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
由
紀
子
と
い
う
若
い
母
が
、
ど
う
い
う
用
向
き
で
二
人
の
子
を
ひ
き
つ
れ
て
外
出
し
た
か
が
記
事
の
中

に
語
ら
れ
て
い
な
い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
、
自
分
で
自
分
の
必
要
と
し
た
目
的
の

た
め
に
、
動
く
自
由
は
も
っ
て
い
る
。
交
通
機
関
が
極
端
な
殺
人
状
態
の
昨
今
、
た
だ
の
気
保
養
に
、
二

人
の
子
を
つ
れ
て
山
手
線
に
乗
る
母
は
、
お
よ
そ
無
い
と
判
断
し
て
間
違
い
な
い
。
一
家
の
中
の
細
々
と

し
た
さ
ま
ざ
ま
の
用
事
は
食
糧
事
情
の
逼
迫
し
て
い
る
今
日
、
女
を
家
庭
の
内
部
で
寸
暇
あ
ら
せ
な
い
と

共
に
、
家
庭
の
外
へ
も
忙
し
く
動
か
せ
る
。
ど
ん
な
婦
人
で
も
、
今
の
乗
物
に
は
身
軽
こ
そ
が
の
ぞ
ま
し

い
。
由
紀
子
と
い
う
人
が
、
二
人
の
子
供
を
前
と
う
し
ろ
に
か
か
え
て
外
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

一
家
に
、
留
守
番
を
し
た
り
子
供
を
見
た
り
す
る
人
手
の
無
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
警
告
を
発
す
る
な
ら
ば
、
先
ず
運
輸
省
の
不
手
際
に
対
し
て
発
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
更
に
は
、
存
在

の
無
意
義
さ
に
よ
っ
て
解
消
し
つ
つ
あ
る
厚
生
省
が
、
社
会
施
設
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
区
の
住
民
に
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欠
く
べ
か
ら
ざ
る
托
児
所
、
子
供
の
遊
場
を
こ
し
ら
え
る
力
さ
え
な
か
っ
た
こ
と
に
向
っ
て
、
警
告
が
与

え
ら
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。
日
本
婦
人
協
力
会
と
い
う
よ
う
な
、
戦
争
協
力
者
の
集
り
の
よ
う
な
婦

人
団
体
は
、
せ
め
て
彼
女
ら
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
本
然
の
立
場
に
立
っ
て
、
時
間
と
金
と
を
、
そ
の
よ

う
な
母
と
子
と
の
た
め
に
現
実
性
の
あ
る
功
献
に
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
、
警
告
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
日

本
婦
人
協
力
会
に
は
、
検
事
局
の
人
々
に
と
っ
て
殆
ど
内
輪
の
、
因
縁
浅
く
な
い
故
宮
城
長
五
郎
氏
夫
人

宮
城
た
ま
よ
が
主
要
な
一
員
と
し
て
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
遠
慮
な
く
警﹅
告﹅
し
て
も
よ
か
っ
た
ろ
う
。

　
責
任
を
問
う
と
い
う
意
味
で
の
警
告
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
の
ず
か
ら
区
別
の
過
程
を
ふ
ま
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
由
紀
子
の
背
中
の
赤
子
は
、
何
故
圧
死
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
た
だ
一
つ
の
「
何
故
」
で
は

あ
る
が
、
こ
の
一
語
こ
そ
、
戦
争
犯
罪
的
権
力
に
向
っ
て
、
七
千
万
人
民
が
発
す
る
詰
問
と
し
て
の
性
質

を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
何
故
」
は
止
め
る
に
止
め
か
ね
る
歴
史
の
勢
を
は
ら
ん
で
、
権
力
が

人
民
に
強
い
た
不
幸
の
根
源
に
迫
る
も
の
で
あ
る
。
何
故
、
運
輸
省
は
今
日
の
殺
人
的
交
通
事
情
を
解
決

し
か
ね
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
答
え
が
、
余
り
集
約
的
に
、
今
日
の
日
本
の
破
局
的
な
各
方
面
の

事
情
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
、
解
答
者
自
身
お
ど
ろ
か
ざ
る
を
得
ま
い
と
思
う
。
こ
の
一
つ
の
「
何
故
」

へ
の
具
体
的
な
答
え
に
は
、
農
林
大
臣
が
米
の
専
売
案
を
語
り
、
そ
れ
と
全
く
反
対
に
農
林
省
の
下
級
官
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吏
は
結
束
し
て
大
会
を
も
ち
、
食
糧
の
人
民
管
理
を
要
求
し
、
戦
争
犯
罪
人
糺
弾
の
人
民
投
票
を
や
っ
て

い
る
と
い
う
今
日
の
事
実
さ
え
も
、
包
括
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
責
任
を
問
う
た
め
の
警

告
的
処
罰
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
政
府
の
中
に
今
も
な
お
さ
ま
ざ
ま
の
名
目
の
下
に
止
っ
て
い
る
戦
争
犯
罪

者
、
そ
の
協
力
者
た
ち
を
、
警
告
処
罰
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
た
ち
通
常
人
の
公
憤
は
、
そ
の
よ

う
に
告
げ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
不
運
な
母
子
の
一
事
件
は
、
実
に
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
日
本
の
民
法
が
、
法
律
上
に
お

け
る
婦
人
の
無
能
力
を
規
定
し
て
い
る
範
囲
は
、
何
と
ひ
ろ
い
こ
と
だ
ろ
う
。
女
子
は
成
年
に
達
し
て
、

や
っ
と
法
律
上
の
人
格
を
も
つ
や
否
や
、
結
婚
に
よ
っ
て
「
妻
の
無
能
力
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
婦
人
が

人
間
と
し
て
能
力
者
で
あ
る
時
間
は
、
特
別
な
結
婚
難
の
時
代
の
ほ
か
は
、
本
当
に
短
い
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
刑
法
に
お
い
て
、
婦
人
は
ど
う
扱
わ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
刑
法
上
、
そ
の
行
為
の
責
任
を

負
う
に
耐
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
事
は
、
精
神
異
常
者
そ
の
他
人
並
の
分
別
を
一
時
的
に
し
ろ
喪
っ

た
者
と
な
っ
て
い
る
。
女
子
が
、
神
経
の
弱
い
、
社
会
的
因
襲
に
よ
る
無
智
か
ら
常
規
を
逸
し
や
す
い
も

の
と
し
て
、
結
論
に
当
っ
て
い
く
ら
か
の
斟
酌
を
加
え
ら
れ
る
場
合
は
決
し
て
尠
く
な
い
け
れ
ど
も
、
刑

法
は
女
子
が
人
妻
だ
か
ら
と
い
っ
て
無
能
力
者
と
規
定
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
の
婦
人
の
置
か

れ
て
来
た
立
場
の
奇
怪
な
矛
盾
は
、
私
た
ち
自
身
信
じ
か
ね
る
ほ
ど
で
あ
る
。
民
法
と
刑
法
と
に
お
け
る
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婦
人
の
地
位
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
劇
的
矛
盾
の
ま
ま
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
日
常
生
活
の
幸
、
不
幸
に
か
か
わ
る
民
法
に
お
い
て
一
人
民
と
し
て
婦
人
が
夥
し
く
無
力
で
あ
る
事
か

ら
、
そ
の
社
会
的
存
在
を
守
る
に
力
な
い
無
権
利
か
ら
発
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
罪
過
に
対
し
て
、
罰
は
一
人

格
と
し
て
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
余
り
に
む
ご
た
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
新
し
い
日
本
が
誕
生
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
民
主
的
な
第
一
日
の
暁
に
、
こ
の
点
が
、
最
も
根
本
的
な
人

権
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
司
法
省
の
部
内
に
も
種
々
の
動
き
が
在
る
こ
と
を
新
聞
は
報
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
動
き
は
、
二

枚
の
種
板
が
一
つ
の
暗
箱
の
中
で
ず
っ
て
動
く
よ
う
に
、
上
層
官
吏
と
下
級
官
吏
と
の
間
で
、
い
く
ら
か

ず
つ
異
っ
た
利
害
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
も
、
推
察
さ
れ
る
。
し
か
し
、
概
括
し
て
、
民
主
的
方
向

へ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
民
主
的
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
の
不
幸
な
由
紀
子
さ
ん
と
そ
の
赤
子
と
の
場
合
を
例
に
と
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
風
に
全
事
情
が

理
解
さ
れ
、
取
扱
わ
れ
た
と
き
民
主
的
と
い
い
得
た
だ
ろ
う
か
。

　
検
事
局
の
係
検
事
は
、
先
ず
自
分
が
一
人
の
住
民
と
し
て
朝
夕
そ
の
身
を
痛
め
て
い
る
交
通
地
獄
の
有

様
を
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
思
い
お
こ
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
自
分
も
今
日
に
生
き
る
た
だ
の
一
市
民
と
し

て
、
良
人
で
あ
り
父
親
で
あ
る
自
分
の
幸
多
し
と
は
い
い
よ
う
の
な
い
日
常
の
思
い
を
、
噛
み
な
お
す
べ
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き
で
あ
っ
た
。
職
権
、
或
は
職
業
的
解
釈
よ
り
前
に
、
一
個
の
具
体
的
人
間
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ

う
い
う
風
に
心
が
生
き
て
生
活
に
ふ
れ
て
い
れ
ば
　
　
生
活
の
自
覚
に
充
た
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
誰
に

し
ろ
、
敢
て
「
最
初
に
石
を
な
げ
る
者
」
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
災
難
は
起
訴
さ
れ
た
。
執
行
猶
予
と
い
う
こ
と
は
、
不
起
訴
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
。
起
訴
し
た
検
事
局
は
、
ど
こ
ま
で
も
刑
法
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、
た
だ
処
罰
を
猶
予
し

た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
法
律
上
は
素
人
で
あ
る
平
凡
な
お
と
な
し
い
市
民
は
、
こ
の
こ
と
か
ら

ど
ん
な
印
象
を
う
け
た
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
に
な
っ
て
も
、
検
事
局
は
、
や
っ
ぱ
り
恐
ろ
し
い
と
こ
ろ
で

あ
る
と
い
う
強
い
感
銘
を
与
え
ら
れ
た
。
常
識
で
は
、
災
難
と
思
え
る
と
こ
ろ
に
、
摘
発
の
専
門
家
の
手

に
か
か
る
と
、
法
律
上
犯
罪
と
な
る
条
件
が
見
出
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
人
の
信
頼
を
、
安
ら

か
さ
に
置
く
よ
り
も
、
気
味
わ
る
く
思
わ
せ
る
。

　
も
と
よ
り
悪
質
な
諸
犯
罪
、
殺
人
、
お
家
騒
動
の
か
ら
く
り
に
対
し
て
は
、
十
分
専
門
家
と
し
て
の
追

究
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
実
現
す
る
戦
時
利
得
税
、
財
産
税
を
す
り
ぬ
け
よ
う
と
し
て
、
大
小
の

各
財
閥
が
工
夫
を
こ
ら
す
で
あ
ろ
う
術
策
な
ど
は
、
き
っ
と
そ
の
専
門
家
的
欲
望
の
対
象
と
な
る
で
あ
ろ

う
。

　
民
主
的
な
検
事
局
と
い
う
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
、
基
本
的
な
人
権
の
劬
り
、
事
件
関
係
に
対
す
る
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社
会
の
現
実
に
立
っ
た
リ
ア
ル
な
科
学
的
洞
察
、
真
の
道
義
的
責
任
の
あ
り
ど
こ
ろ
を
明
確
に
す
る
こ
と

が
の
ぞ
ま
れ
て
当
然
で
あ
る
。
一
つ
の
行
為
に
対
す
る
法
的
処
罰
が
、
道
義
上
の
判
断
と
評
価
と
に
一
致

し
な
け
れ
ば
一
致
し
な
い
ほ
ど
、
刑
罰
の
非
人
道
性
が
露
出
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
罰
せ
ら
れ
た
る
幾

人
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
治
安
維
持
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
人
々
が
忘
れ
る
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
六
年
三
月
〕

10石を投ぐるもの
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