
か
ら
）
と
告
白
↓
比
較
的
す
こ
し
の
物
を
も
ら
っ
て
、
あ
る
い
は
か
え
し

て
も
ら
っ
て
、
か
え
る
↓
持
ち
筋
の
家
ま
で
き
て
た
お
れ
る
と
、
葱
き

も
の
は
は
な
れ
る
。
持
ち
筋
の
人
の
直
接
の
意
志
に
は
関
係
な
く
、
葱

き
も
の
動
物
が
そ
の
人
の
怨
念
を
い
わ
ば
代
弁
す
る
形
で
行
動
す
る
の

で
あ
る
。
つ
か
れ
た
人
は
と
き
に
、
僧
や
神
官
が
く
る
の
を
千
里
眼
視

し
、
し
ら
ぬ
は
ず
の
経
文
を
よ
む
な
ど
の
異
能
を
し
め
す
。
こ
れ
ら
の

報
告
は
い
ず
れ
も
医
師
が
自
分
の
見
聞
を
し
る
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ

て
、
前
記
被
告
人
の
医
師
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
医
師
（
尼
子
四
郎
も
そ

の
一
人
で
あ
る
）
も
こ
う
い
う
こ
と
を
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

榊
俶
は
狐
瀝
き
に
つ
い
て
、
一
、
周
囲
が
そ
う
判
断
す
る
、
二
、
自

分
の
体
に
つ
い
て
い
る
、
周
囲
に
い
る
と
の
妄
覚
、
三
、
自
分
が
狐
に

な
っ
た
と
の
妄
想
を
も
っ
て
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
と
い
う
化
身
妄
想

（
獣
化
妄
想
）
、
の
三
段
階
が
あ
る
と
し
、
そ
の
三
、
が
眞
正
の
狐
葱
症

で
あ
る
と
し
た
。
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
世
界
で
有
名
な
狼
人
は
、
人
が
狼
に
変

身
し
て
人
を
お
そ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
榊
の
狐
瀝
症
は
こ
の

狼
人
に
な
ら
っ
て
い
る
。
し
か
し
呉
は
、
獣
化
妄
想
と
は
く
つ
に
葱
依

妄
想
を
の
べ
、
そ
の
な
か
に
狐
瀝
証
（
榊
）
を
い
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
現
在
の
教
科
書
に
は
、
つ
い
た
神
、
動
物
の
よ
う
に
行
動

す
る
の
が
瀝
依
妄
想
の
典
型
例
で
あ
る
、
と
か
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

今
回
あ
つ
め
た
悪
き
も
の
例
で
、
そ
の
動
物
ら
し
く
行
動
す
る
も
の
（
獣

化
妄
想
と
い
う
程
度
の
も
の
）
は
す
ぐ
な
い
。
「
ど
こ
の
家
か
ら
き
た
人
狐

で
、
こ
う
い
う
怨
み
が
あ
っ
て
き
た
」
と
は
告
白
す
る
が
、
前
述
の
よ

う
に
、
そ
の
怨
み
は
つ
く
動
物
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ご
く
ま
れ
で
、

持
ち
筋
の
人
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
で
て
い
る
の
は
、
比

榊
原
悠
紀
田
郎

現
在
全
国
に
は
大
学
医
学
部
、
医
科
大
学
は
八
○
あ
る
が
、
そ
の
中

で
歯
科
部
門
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
六
一
で
あ
る
。
な
お
医
学
部
と
並

ん
で
歯
学
部
の
お
か
れ
て
い
る
も
の
が
一
四
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
歯
科
の
設
置
は
き
わ
め
て
多
様
な
経
緯
で
創
設
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
ま
ず
国
立
大
学
医
学
部
を
中
心
に
検
証
し

た
。一

、
帝
国
大
学
医
学
部
創
設
の
経
緯

ま
ず
は
じ
め
に
国
立
大
学
医
学
部
の
創
設
の
経
緯
を
検
証
す
る
。

国
立
大
学
医
学
部
に
は
現
在
で
も
「
旧
帝
、
旧
六
、
新
八
、
そ
の
他
」

と
い
う
見
え
な
い
一
種
の
ラ
ン
ク
付
け
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
旧
帝
、
帝
国
大
学
医
学
部
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

帝
国
大
学
は
一
九
四
六
年
四
月
の
官
制
で
、
東
京
・
京
都
・
東
北
・

九
州
・
北
海
道
・
大
阪
・
名
古
屋
の
七
つ
が
あ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
に

医
学
部
は
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
創
設
の
経
緯
は
き
め
て
多
様

較
的
せ
ま
い
地
域
で
の
人
間
関
係
の
も
つ
れ
で
あ
る
。
ど
う
も
一
口
に

悪
き
も
の
と
い
っ
て
も
、
単
発
例
と
、
こ
う
い
っ
た
持
ち
筋
地
帯
の
も

の
と
は
、
そ
の
現
わ
れ
方
が
か
な
り
こ
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
、
い
ず

れ
こ
の
点
を
く
わ
し
く
比
較
検
討
し
た
い
。

（
一
九
九
而
年
一
川
例
会
）

帝
国
大
学
医
学
部
歯
科
の
軌
跡
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で
あ
る
ｃ

東
京
の
場
合
は
一
八
八
六
年
、
帝
国
大
学
設
置
と
と
も
に
創
設
さ
れ

て
い
る
が
、
医
学
部
に
は
そ
の
前
駆
的
な
も
の
と
な
る
長
い
歴
史
が
あ

り
、
そ
れ
が
統
合
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。

京
都
の
場
合
は
一
八
九
九
年
、
大
学
発
足
二
年
後
に
な
っ
て
創
設
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
京
都
病
院
と
い
う
程
度
の
前
駆
的
な
も
の
は
あ

る
が
、
新
発
足
に
近
い
。

九
州
の
場
合
は
、
一
九
○
三
年
に
京
都
帝
国
大
学
第
二
医
科
大
学
と

い
う
官
制
に
よ
っ
て
発
足
し
、
こ
れ
は
一
九
二
年
の
九
州
帝
国
大
学

発
足
よ
り
八
年
前
に
創
設
さ
れ
る
と
い
う
き
わ
め
て
特
異
な
例
と
な
っ

て
い
る
。

東
北
の
場
合
は
一
九
一
五
年
、
大
学
設
立
と
と
も
に
す
で
に
あ
っ
た

前
駆
的
な
も
の
を
取
込
む
形
で
成
立
し
て
い
る
。

北
海
迫
の
場
合
は
大
学
設
立
二
年
後
の
一
九
二
○
年
に
創
設
さ
れ
て

い
ブ
〔
》
Ｏ

大
阪
と
名
古
屋
の
場
合
は
両
者
と
も
大
学
発
足
以
前
に
か
な
り
は
っ

き
り
し
た
府
立
ま
た
は
県
立
の
前
駆
的
な
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
の
国
立

移
管
の
形
を
と
り
、
大
阪
は
一
九
三
一
年
、
名
古
屋
は
一
九
三
九
年
に

創
設
さ
れ
て
い
る
。

二
、
帝
国
大
学
滋
学
祁
に
お
け
る
歯
科

ど
の
場
合
で
も
診
療
の
充
実
と
と
も
に
歯
科
の
部
門
の
必
要
性
は
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
東
京
の
場
合
は
す
で
に
一
八
九
七
年
ご
ろ
に
和

泉
橋
第
二
病
院
で
担
当
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
院
長
の
佐
藤
三
吉

が
、
歯
科
学
教
室
の
設
立
を
構
想
し
て
、
助
手
の
石
原
久
を
指
名
し
て

在
外
留
学
を
さ
せ
て
、
一
九
○
三
年
に
創
設
さ
れ
た
。
石
原
は
助
教
授

と
な
っ
た
が
、
ほ
と
ん
ど
自
身
は
診
療
に
は
当
ら
ず
、
検
定
出
身
の
歯

科
医
師
を
介
補
又
は
傍
観
生
と
し
て
担
当
さ
せ
て
い
た
。
ま
た
時
と
し

て
は
歯
科
医
師
免
許
の
な
い
者
に
も
歯
科
診
療
に
当
ら
せ
て
い
た
こ
と

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
一
九
○
四
・
五
年
の
戦
争
に
よ
る
歯
科

患
者
の
診
療
を
引
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
傍
観
生
の
佐
藤
運
雄
に
講
師

の
身
分
を
与
え
て
戸
山
陸
軍
予
備
病
院
に
派
遣
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
か

ら
、
歯
科
へ
は
陸
軍
軍
医
の
委
託
学
生
が
入
局
す
る
こ
と
と
な
る
。

石
原
が
教
授
と
な
り
歯
科
学
教
室
と
な
っ
た
の
は
一
九
一
五
年
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
は
修
復
な
ど
の
行
為
は
医
療
に
含
ま
れ
な
い
と
し
て
「
歯

科
医
は
医
局
員
た
る
を
得
ず
」
と
定
め
、
歯
科
診
療
に
は
無
資
格
の
も

の
を
当
ら
せ
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。

医
局
員
の
中
に
は
こ
れ
に
反
ば
つ
す
る
も
の
も
出
た
が
、
北
村
一
郎

は
一
九
一
七
年
、
退
局
し
て
新
設
の
県
立
愛
知
医
專
の
歯
科
学
教
室
に

転
出
す
る
。
北
村
は
こ
こ
で
新
し
い
理
念
で
医
局
を
形
成
し
て
充
実
を

は
か
る
。
こ
の
愛
知
医
專
は
医
大
と
な
っ
た
の
ち
一
九
三
一
年
に
国
立

に
移
管
し
、
の
ち
に
名
古
屋
帝
国
大
学
医
学
部
に
な
る
が
、
歯
科
部
門

は
そ
の
ま
ま
受
け
つ
が
れ
る
。
し
か
し
、
歯
学
部
は
現
在
も
な
い
。

九
州
の
場
合
は
医
学
部
設
立
七
年
後
に
、
歯
科
学
講
座
が
発
想
さ
れ

て
、
第
一
外
科
の
問
田
亮
次
を
在
外
留
学
さ
せ
た
の
ち
一
九
一
二
年
に

歯
科
学
講
座
と
し
て
発
足
し
た
。
こ
れ
が
九
州
大
学
歯
学
部
の
ル
ー
ツ

で
あ
る
。

大
阪
の
場
合
は
一
九
二
六
年
、
府
立
高
等
医
学
校
の
と
き
、
耳
鼻
咽

喉
科
の
弓
倉
繁
家
を
内
地
留
学
さ
せ
た
の
ち
歯
科
学
教
室
の
主
任
と
し
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東
北
の
場
合
は
、
県
立
宮
城
病
院
の
こ
ろ
に
歯
科
が
お
か
れ
、
そ
れ

が
引
き
つ
が
れ
る
形
で
一
九
三
三
年
、
講
師
と
し
て
野
田
穣
が
就
任
し
、

一
九
四
二
年
か
ら
は
講
義
と
し
て
も
歯
科
学
が
開
講
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
後
歯
学
部
も
創
設
さ
れ
て
い
る
。

京
郁
の
場
合
は
医
学
部
の
発
足
は
早
か
っ
た
が
、
歯
科
学
講
座
の
創

設
は
一
九
四
四
年
に
美
濃
ロ
玄
が
助
教
授
に
な
っ
て
か
ら
は
じ
め
ら
れ

た
。
こ
れ
は
す
で
に
一
九
一
六
年
か
ら
府
立
医
大
に
、
京
大
出
身
の
本

永
七
三
郎
が
主
任
と
し
て
歯
科
学
講
座
を
ひ
ら
き
活
動
し
て
い
た
た
め

で
あ
る
。
京
大
に
も
歯
学
部
は
お
か
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
帝
国
大
学
以
外
で
は
千
葉
大
学
医
学
部
の
歯
科
は
す
で
に
一

九
一
三
年
か
ら
県
立
千
葉
医
専
の
と
き
か
ら
第
二
外
科
で
歯
科
を
担
当

し
、
一
九
二
一
年
に
入
戸
野
賢
二
が
主
任
と
な
っ
て
こ
れ
が
国
立
移
管

校
に
ひ
き
つ
が
れ
て
い
る
。

私
立
大
学
医
学
部
で
は
一
九
二
○
年
、
慶
応
義
塾
大
学
医
学
部
設
立

と
と
も
に
、
岡
田
満
が
主
任
教
授
と
な
り
歯
科
学
教
室
が
発
足
し
て
い

る
。

（
一
九
九
五
年
一
月
例
会
）

て
創
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
大
阪
医
科
大
学
↓
国
立
移
管
の
経
緯
を

と
っ
て
引
き
つ
が
れ
る
・
こ
れ
が
大
阪
大
学
歯
学
部
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
。

北
海
道
の
場
合
は
、
医
学
部
設
立
七
年
後
、
一
九
二
七
年
、
付
属
病

院
に
歯
科
が
設
置
さ
れ
、
そ
れ
が
充
実
さ
れ
て
行
く
。
歯
学
部
が
設
置

さ
れ
て
い
る

中
国
古
代
医
学
は
解
剖
学
を
基
礎
に
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

医
学
を
理
解
す
る
為
に
は
そ
の
解
剖
学
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
素
問
、

霊
枢
、
難
経
、
漢
書
を
資
料
と
し
て
漢
代
の
解
剖
学
を
考
え
た
。

解
剖
に
関
す
る
記
述
は
漢
書
巻
九
十
九
王
弄
伝
に
あ
る
。
「
窪
義
党
、

王
孫
慶
捕
得
、
弄
太
医
尚
方
與
好
屠
共
割
剥
之
、
量
度
五
蔵
、
以
竹
筵

導
其
脈
、
知
所
終
始
、
云
、
可
以
治
病
」
。
此
の
記
述
の
要
点
は
三
つ
あ

る
。
一
つ
は
五
蔵
の
度
量
で
あ
る
。
難
経
四
十
二
難
に
は
、
口
歯
か
ら

肛
門
に
至
る
消
化
管
各
部
の
大
き
さ
と
重
さ
、
五
蔵
、
胆
、
膀
胱
、
気

管
と
咽
門
の
大
き
さ
と
重
さ
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
時
の
解

剖
の
記
録
だ
と
云
う
人
が
あ
る
が
、
確
証
は
無
い
。
二
つ
は
血
管
の
走

行
を
追
っ
て
、
起
点
よ
り
終
点
に
至
る
全
経
過
を
確
認
し
た
こ
と
で
あ

る
。
血
管
系
の
全
体
像
が
心
経
と
衝
脈
の
記
載
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
後
に
述
べ
る
。
三
つ
は
そ
の
臨
床
的
活
用
で
あ
る
。

解
剖
と
い
う
言
葉
は
霊
枢
の
経
水
第
十
二
に
見
え
る
。
「
若
夫
八
尺
之

士
、
皮
肉
在
此
、
外
可
度
量
切
循
而
得
之
、
其
死
可
解
剖
而
視
之
」
。
体

表
を
度
量
切
循
し
て
得
た
デ
ー
タ
は
霊
枢
の
骨
度
第
十
四
に
あ
る
。
解

剖
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
の
内
、
蔵
府
の
大
き
さ
と
重
さ
は
腸
胄

第
三
十
一
、
平
人
絶
穀
第
三
十
二
に
、
血
管
の
走
行
と
長
さ
は
営
気
第

十
六
と
脈
度
第
十
七
に
、
記
さ
れ
て
い
る
。

漢
代
の
解
剖
学

家
本
誠
一
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