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断
絶
と
和
解
の
円
環 

―
山
川
健
一
『
人
生
の
約
束
』
論 

谷
川 

拓
矢 

は
じ
め
に 

 

山
川
健
一
。
今
で
は
そ
の
名
を
知
る
人
も
少
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
現
在
、
東
北
芸
術
工
科
大
学
芸
術
学
部
文
芸
学
科
教
授
で
あ

り
、
学
科
長
を
務
め
る
。
一
九
七
七
年
に
は
「
鏡
の
中
の
ガ
ラ
ス

の
船
」
で
群
像
新
人
文
学
賞
優
秀
作
を
受
け
て
い
る
。
以
降
、
小

説
や
エ
ッ
セ
イ
、
映
像
作
品
の
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
な
ど
、
き
わ
め
て
多

作
で
あ
る
一
方
、
先
述
の
よ
う
に
作
家
の
名
は
あ
ま
り
記
憶
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
作
家
的
資
質
を
た
と
え
ば
批
評
家
・

秋
山
駿
が
評
価
し
て
い
た
こ
と
は
書
き
添
え
て
お
き
た
い
。『
山
川

健
一
自
身
に
よ
る
デ
ジ
タ
ル
全
集
解
説
』
一

に
は
学
生
時
代
か
ら

の
秋
山
と
の
親
交
が
記
さ
れ
て
お
り
、
秋
山
は
山
川
を
激
励
す
る

存
在
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
山
川
が
小
説
家
生
命
の
終

わ
り
す
ら
覚
悟
し
て
世
に
出
し
た
と
い
う
、
自
身
の
オ
ー
ラ
体
験

を
記
し
た
エ
ッ
セ
イ
『
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
ハ
イ
』
二

刊
行
時
に
、
秋
山

は
担
当
の
新
聞
時
評
で
「
現
代
文
学
は
も
は
や
神
秘
を
無
視
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
。
山
川
健
一
の
こ
の
作
品
は
小
説
で
は
な
い

が
、
文
学
の
果
敢
な
一
歩
で
あ
る
」
と
擁
護
し
た
と
い
う
挿
話
も

紹
介
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
作
は
、
そ
ん
な
山
川
に
よ
る
映
画
『
人
生
の
約
束
』（
二
〇
一

六
、
石
橋
冠
監
督
）
の
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
映
画
版

は
石
橋
の
妻
の
故
郷
で
あ
る
富
山
・
新
湊
を
舞
台
に
し
た
、
監
督

初
の
映
画
作
品
で
あ
る
が
、
小
説
版
は
「
映
画
の
企
画
段
階
か
ら

監
督
の
石
橋
冠
氏
と
意
見
を
交
わ
し
な
が
ら
書
か
れ
た
」
も
の
と

さ
れ
三

、
映
画
版
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
文
庫
書
き
下
ろ
し
の
形
で
発

表
さ
れ
て
い
る
四

。
本
稿
で
は
山
川
に
よ
る
小
説
版
を
読
ん
で
い

く
が
、
本
作
は
小
説
版
特
有
の
語
り
・
視
点
・
構
造
に
よ
り
、
映

画
版
と
相
補
的
に
作
用
し
あ
う
作
品
と
言
え
る
。
以
下
、
山
川
に

よ
る
小
説
版
を
読
ん
で
い
く
。 

梗
概
、
語
り
、
視
点
、
構
造 

 

ま
ず
本
作
の
梗
概
を
記
し
て
お
く
。
会
社
の
拡
大
に
し
か
興
味

の
な
い
Ｉ
Ｔ
関
連
企
業
Ｃ
Ｅ
Ｏ
・
中
原
祐
馬
の
携
帯
電
話
に
、
か
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つ
て
の
親
友
・
塩
谷
航
平
か
ら
何
度
も
着
信
が
入
る
。
起
業
し
て

会
社
を
二
人
三
脚
で
成
長
さ
せ
な
が
ら
も
、
二
人
は
方
向
性
の
違

い
か
ら
決
別
し
て
い
た
。
電
話
を
疎
ま
し
く
思
う
反
面
、
胸
騒
ぎ

を
覚
え
た
祐
馬
は
、
航
平
の
故
郷
で
あ
る
新
湊
に
向
か
う
。
そ
こ

で
祐
馬
が
直
面
し
た
の
は
、
予
期
せ
ぬ
航
平
の
死
だ
っ
た
。
祐
馬

は
新
湊
で
四
十
物
町
町
内
会
長
・
西
村
玄
太
郎
、
航
平
の
義
兄
・

鉄
也
、
航
平
の
娘
・
瞳
ら
と
出
会
う
。
そ
の
中
で
、
四
十
物
町
と

西
町
の
間
で
曳
山
譲
渡
騒
動
が
起
き
て
お
り
、
航
平
が
最
期
を
迎

え
る
ま
で
西
町
に
抗
議
し
続
け
て
い
た
こ
と
を
、
祐
馬
は
知
る
。

一
方
、
東
京
で
は
祐
馬
の
会
社
が
不
正
取
引
の
疑
い
で
強
制
捜
査

を
受
け
る
。
航
平
ば
か
り
で
な
く
、
会
社
や
仲
間
な
ど
、
す
べ
て

を
失
っ
た
祐
馬
は
、
再
び
新
湊
へ
向
か
い
、
航
平
の
代
わ
り
に
曳

山
に
「
つ
な
が
る
」
こ
と
を
願
い
出
る
―
―
。 

 

こ
の
物
語
内
容
は
映
画
版
も
ほ
ぼ
同
様
の
筋
を
辿
る
が
、
こ
こ

で
は
小
説
版
に
特
有
の
点
を
確
認
す
る
。
ま
ず
本
作
は
、
三
人
称

全
知
視
点
の
語
り
で
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
語
り
に
よ
り
、
さ
ま
ざ

ま
な
時
間
・
空
間
・
内
面
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
、
映
画
版
で

は
専
ら
演
者
の
身
体
表
情
に
依
拠
し
て
い
た
内
面
の
表
現
が
、
叙

述
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
小
説
版
で
は
、
ス
ト

ー
リ
ー
が
映
画
版
同
様
基
本
的
に
は
語
り
の
現
在
に
お
け
る
時
系

列
順
で
語
ら
れ
て
い
く
中
で
、
時
お
り
回
想
が
挟
ま
れ
る
構
造
と

な
っ
て
い
る
（
と
く
に
小
説
版
第
二
章
は
、
映
画
版
で
は
語
ら
れ

な
か
っ
た
祐
馬
・
航
平
・
陽
子
（
航
平
の
妻
）
の
学
生
時
代
が
回

想
に
よ
り
語
ら
れ
る
）。
作
品
全
体
に
つ
い
て
も
、〈
幾
千
も
の
時

を
超
え
て
き
た
曳
山
〉
〈
そ
び
え
る
立
山
連
峰
と
青
く
輝
く
日
本

海
〉
の
描
写
に
始
ま
り
、
そ
れ
に
終
わ
る
と
い
っ
た
円
環
的
な
構

造
を
成
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
映
画
版
で
は
と
も
す
れ

ば
単
線
的
と
捉
え
ら
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
物
語
を
、
小
説
版
に

お
い
て
は
そ
の
語
り
・
視
点
・
構
造
に
よ
り
相
対
的
に
眺
め
る
広

が
り
を
獲
得
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
小

説
版
と
映
画
版
の
相
補
的
な
関
係
に
よ
り
、『
人
生
の
約
束
』
と
い

う
作
品
は
あ
ら
た
め
て
ま
と
ま
り
を
与
え
ら
れ
、
束
ね
ら
れ
て
い

く
こ
と
に
な
る
の
だ
。 

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
始
ま
る 

 

そ
う
し
た
視
点
を
持
つ
小
説
版
に
お
い
て
浮
き
彫
り
に
な
る
の

は
、
こ
の
物
語
に
は
い
く
つ
も
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
輻
輳
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

た
と
え
ば
航
平
と
瞳
の
魚
津
で
の
面
会
の
場
面
。
こ
の
場
面
は
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航
平
視
点
と
瞳
視
点
で
二
度
語
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
瞳
視
点
で
は

「
蜃
気
楼
」
が
見
え
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
航
平
視
点
で
は
「
蜃

気
楼
」
に
つ
い
て
は
一
切
語
ら
れ
な
い
。
瞳
は
航
平
の
こ
と
を
「
一

度
も
お
父
さ
ん
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
こ

れ
は
航
平
と
瞳
の
隔
た
り
を
示
し
つ
つ
、
か
つ
ま
た
瞳
に
と
っ
て

航
平
は
幻
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
が
航
平

の
今
わ
の
際
の
場
面
で
は
「
航
平
が
口
元
に
微
か
に
笑
み
を
浮
か

べ
る
と
、
瞳
は
ゆ
っ
く
り
と
う
な
ず
い
た
」
と
語
ら
れ
る
。
直
接

的
な
言
葉
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
た
し
か
に
相
互
了
解

が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。 

 

祐
馬
と
Ｎ
＆
Ｓ
グ
ロ
ー
バ
ル
社
員
と
の
間
で
も
、
自
社
の
利
益

拡
大
だ
け
を
考
え
た
一
方
的
で
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
方
針
を
社

員
に
押
し
付
け
る
祐
馬
に
対
し
、
部
下
は
表
面
上
従
う
言
葉
を
返

す
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
い
う
関
係
が
展
開
さ
れ
る
。
と
く
に
部

下
の
沢
井
と
の
間
で
は
、
後
に
和
解
の
時
が
訪
れ
、
沢
井
は
解
任

さ
れ
た
祐
馬
の
後
を
継
ぐ
決
意
を
す
る
。 

 

新
湊
の
町
で
出
会
っ
た
祐
馬
と
鉄
也
も
、
は
じ
め
航
平
の
死
を

め
ぐ
っ
て
隔
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
こ
と
を
契
機
と
し
て

和
解
に
至
る
。 

 

さ
ら
に
、
曳
山
譲
渡
問
題
に
揺
れ
る
四
十
物
町
と
西
町
も
デ
ィ

ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
陥
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
ち
ら

も
物
語
終
局
に
お
い
て
和
解
す
る
運
び
と
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
本
作
に
お
け
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
和
解
へ
と
い
う
構
造
の
、
語
り
手
に
よ
る
意
図
的
反

復
が
明
ら
か
と
な
る
。 

 

で
は
、
祐
馬
と
航
平
は
ど
う
か
。 

 

二
人
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
回
想
の
中
で
提
示

さ
れ
る
。「
立
ち
止
ま
っ
た
瞬
間
に
、
企
業
は
死
ぬ
ん
だ
。
…
（
中

略
）
…
だ
か
ら
突
き
進
む
し
か
な
い
ん
だ
」
と
凄
む
祐
馬
に
対
し
、

「
立
ち
止
ま
ら
な
き
ゃ
見
え
な
い
景
色
も
あ
る
」
と
応
じ
る
航
平
。

二
人
は
こ
う
し
た
断
絶
ゆ
え
決
別
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
ま
ま

死
に
別
れ
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
と
こ
の
二

人
の
決
定
的
な
違
い
は
、
祐
馬
に
と
っ
て
和
解
す
べ
き
相
手
で
あ

る
航
平
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

物
語
の
文
法
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
二
人
に
も
ま
た
和
解
の
時
は
訪

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
訪
れ
る
の
か
。 

手
紙
と
い
う
契
機 

 

そ
も
そ
も
二
人
の
隔
た
り
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
先
に
挙
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げ
た
や
り
と
り
に
も
と
づ
け
ば
、
祐
馬
は
前
だ
け
を
見
据
え
進
み

続
け
る
こ
と
を
信
条
と
し
て
い
る
。
祐
馬
が
見
て
い
る
「
前
」
と

は
、
自
社
の
利
益
を
拡
大
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
祐

馬
は
進
化
論
支
持
者
で
あ
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
一
方
、
航
平

は
「
立
ち
止
ま
ら
な
き
ゃ
見
え
な
い
景
色
」
＝
後
景
＝
〈
過
去
〉

を
、
文
字
通
り
「
立
ち
止
ま
」
っ
て
見
る
こ
と
の
意
義
を
示
す
。

回
想
の
中
で
航
平
は
「
大
切
な
も
の
」
と
い
う
言
葉
を
呟
く
が
、

祐
馬
と
航
平
の
断
絶
は
ま
さ
に
そ
の
「
大
切
な
も
の
」
へ
の
認
識

の
齟
齬
と
し
て
表
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
本
作
は
〈
祐
馬
が
航
平
の
呟
い
た
「
大
切
な
も
の
」

の
意
味
を
感
得
し
て
い
く
物
語
〉
と
言
え
る
。
そ
れ
こ
そ
が
祐
馬

と
航
平
に
お
け
る
和
解
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
語
り
手
は
そ
の
よ

う
な
意
図
の
も
と
こ
の
物
語
を
進
行
し
て
い
る
。
語
り
手
は
航
平

の
「
大
切
な
も
の
」
に
肩
入
れ
し
な
が
ら
こ
の
物
語
を
語
っ
て
お

り
、
祐
馬
を
、
そ
し
て
読
者
を
そ
ち
ら
に
導
こ
う
と
す
る
。
そ
こ

で
、
祐
馬
と
航
平
の
和
解
に
関
し
て
、
次
の
視
点
を
提
示
し
て
お

き
た
い
。 

 

こ
の
和
解
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
手
紙
で
あ
っ
た
こ
と
。
航
平

の
死
に
直
面
し
た
祐
馬
は
、
死
者
で
あ
る
航
平
に
呼
び
か
け
る
手

紙
を
書
く
。
死
と
い
う
決
定
的
な
断
絶
に
も
と
づ
き
書
か
れ
た
手

紙
。
届
き
う
る
相
手
が
不
在
の
手
紙
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
言
葉
は
、

〈
書
く
祐
馬
〉〈
書
か
れ
る
祐
馬
〉〈
書
か
れ
る
航
平
〉
の
自
己
内

対
話
を
発
生
さ
せ
、
祐
馬
自
身
に
跳
ね
返
る
。
祐
馬
は
自
己
や
航

平
と
い
う
存
在
を
見
つ
め
直
し
、「
大
切
な
も
の
」
と
は
何
か
考
え

直
す
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
言
葉
が
他
者
に
届
き
う
る
言
葉
に
な

っ
た
こ
と
。
こ
の
手
紙
が
四
十
物
町
や
西
町
の
青
年
た
ち
を
動
か

し
、
両
町
の
和
解
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

〈
祐
馬
―
航
平
〉
の
み
な
ら
ず
、
ど
の
和
解
も
、
そ
の
前
提
と

し
て
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
断
絶
、
喪
失
が
あ
る
と
い

う
こ
と
。
も
っ
と
も
〈
祐
馬
―
航
平
〉
に
つ
い
て
は
死
と
い
う
決

定
的
な
断
絶
で
あ
っ
た
が
。
そ
も
そ
も
断
絶
が
な
け
れ
ば
、
和
解

も
な
い
の
で
あ
る
。
玄
太
郎
の
「
失
く
し
て
か
ら
気
づ
く
こ
と
ば

か
り
だ
な
、
人
生
は
…
…
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
う
し
た
点
を
象

徴
す
る
呟
き
と
し
て
併
せ
て
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。
で
は
、
失

わ
れ
て
は
じ
め
て
気
づ
く
こ
と
の
で
き
る
「
大
切
な
も
の
」
と
は

何
か
。 

「
大
切
な
も
の
」
の
内
実 

 

先
述
の
通
り
、
航
平
に
と
っ
て
の
「
大
切
な
も
の
」
は
、
ひ
と
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航
平
視
点
と
瞳
視
点
で
二
度
語
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
瞳
視
点
で
は

「
蜃
気
楼
」
が
見
え
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
が
、
航
平
視
点
で
は
「
蜃

気
楼
」
に
つ
い
て
は
一
切
語
ら
れ
な
い
。
瞳
は
航
平
の
こ
と
を
「
一

度
も
お
父
さ
ん
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
こ

れ
は
航
平
と
瞳
の
隔
た
り
を
示
し
つ
つ
、
か
つ
ま
た
瞳
に
と
っ
て

航
平
は
幻
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
が
航
平

の
今
わ
の
際
の
場
面
で
は
「
航
平
が
口
元
に
微
か
に
笑
み
を
浮
か

べ
る
と
、
瞳
は
ゆ
っ
く
り
と
う
な
ず
い
た
」
と
語
ら
れ
る
。
直
接

的
な
言
葉
が
交
わ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
た
し
か
に
相
互
了
解

が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。 

 

祐
馬
と
Ｎ
＆
Ｓ
グ
ロ
ー
バ
ル
社
員
と
の
間
で
も
、
自
社
の
利
益

拡
大
だ
け
を
考
え
た
一
方
的
で
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
方
針
を
社

員
に
押
し
付
け
る
祐
馬
に
対
し
、
部
下
は
表
面
上
従
う
言
葉
を
返

す
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
い
う
関
係
が
展
開
さ
れ
る
。
と
く
に
部

下
の
沢
井
と
の
間
で
は
、
後
に
和
解
の
時
が
訪
れ
、
沢
井
は
解
任

さ
れ
た
祐
馬
の
後
を
継
ぐ
決
意
を
す
る
。 

 

新
湊
の
町
で
出
会
っ
た
祐
馬
と
鉄
也
も
、
は
じ
め
航
平
の
死
を

め
ぐ
っ
て
隔
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
こ
と
を
契
機
と
し
て

和
解
に
至
る
。 

 

さ
ら
に
、
曳
山
譲
渡
問
題
に
揺
れ
る
四
十
物
町
と
西
町
も
デ
ィ

ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
陥
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
ち
ら

も
物
語
終
局
に
お
い
て
和
解
す
る
運
び
と
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
本
作
に
お
け
る
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
か
ら
和
解
へ
と
い
う
構
造
の
、
語
り
手
に
よ
る
意
図
的
反

復
が
明
ら
か
と
な
る
。 

 

で
は
、
祐
馬
と
航
平
は
ど
う
か
。 

 

二
人
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
回
想
の
中
で
提
示

さ
れ
る
。「
立
ち
止
ま
っ
た
瞬
間
に
、
企
業
は
死
ぬ
ん
だ
。
…
（
中

略
）
…
だ
か
ら
突
き
進
む
し
か
な
い
ん
だ
」
と
凄
む
祐
馬
に
対
し
、

「
立
ち
止
ま
ら
な
き
ゃ
見
え
な
い
景
色
も
あ
る
」
と
応
じ
る
航
平
。

二
人
は
こ
う
し
た
断
絶
ゆ
え
決
別
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
ま
ま

死
に
別
れ
た
の
で
あ
る
。
先
述
の
い
く
つ
か
の
ケ
ー
ス
と
こ
の
二

人
の
決
定
的
な
違
い
は
、
祐
馬
に
と
っ
て
和
解
す
べ
き
相
手
で
あ

る
航
平
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

物
語
の
文
法
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
二
人
に
も
ま
た
和
解
の
時
は
訪

れ
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
訪
れ
る
の
か
。 

手
紙
と
い
う
契
機 

 

そ
も
そ
も
二
人
の
隔
た
り
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。
先
に
挙
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げ
た
や
り
と
り
に
も
と
づ
け
ば
、
祐
馬
は
前
だ
け
を
見
据
え
進
み

続
け
る
こ
と
を
信
条
と
し
て
い
る
。
祐
馬
が
見
て
い
る
「
前
」
と

は
、
自
社
の
利
益
を
拡
大
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
祐

馬
は
進
化
論
支
持
者
で
あ
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
一
方
、
航
平

は
「
立
ち
止
ま
ら
な
き
ゃ
見
え
な
い
景
色
」
＝
後
景
＝
〈
過
去
〉

を
、
文
字
通
り
「
立
ち
止
ま
」
っ
て
見
る
こ
と
の
意
義
を
示
す
。

回
想
の
中
で
航
平
は
「
大
切
な
も
の
」
と
い
う
言
葉
を
呟
く
が
、

祐
馬
と
航
平
の
断
絶
は
ま
さ
に
そ
の
「
大
切
な
も
の
」
へ
の
認
識

の
齟
齬
と
し
て
表
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
本
作
は
〈
祐
馬
が
航
平
の
呟
い
た
「
大
切
な
も
の
」

の
意
味
を
感
得
し
て
い
く
物
語
〉
と
言
え
る
。
そ
れ
こ
そ
が
祐
馬

と
航
平
に
お
け
る
和
解
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
語
り
手
は
そ
の
よ

う
な
意
図
の
も
と
こ
の
物
語
を
進
行
し
て
い
る
。
語
り
手
は
航
平

の
「
大
切
な
も
の
」
に
肩
入
れ
し
な
が
ら
こ
の
物
語
を
語
っ
て
お

り
、
祐
馬
を
、
そ
し
て
読
者
を
そ
ち
ら
に
導
こ
う
と
す
る
。
そ
こ

で
、
祐
馬
と
航
平
の
和
解
に
関
し
て
、
次
の
視
点
を
提
示
し
て
お

き
た
い
。 

 

こ
の
和
解
の
契
機
と
な
っ
た
の
が
手
紙
で
あ
っ
た
こ
と
。
航
平

の
死
に
直
面
し
た
祐
馬
は
、
死
者
で
あ
る
航
平
に
呼
び
か
け
る
手

紙
を
書
く
。
死
と
い
う
決
定
的
な
断
絶
に
も
と
づ
き
書
か
れ
た
手

紙
。
届
き
う
る
相
手
が
不
在
の
手
紙
。
そ
こ
に
書
か
れ
た
言
葉
は
、

〈
書
く
祐
馬
〉〈
書
か
れ
る
祐
馬
〉〈
書
か
れ
る
航
平
〉
の
自
己
内

対
話
を
発
生
さ
せ
、
祐
馬
自
身
に
跳
ね
返
る
。
祐
馬
は
自
己
や
航

平
と
い
う
存
在
を
見
つ
め
直
し
、「
大
切
な
も
の
」
と
は
何
か
考
え

直
す
。
加
え
て
、
こ
う
し
た
言
葉
が
他
者
に
届
き
う
る
言
葉
に
な

っ
た
こ
と
。
こ
の
手
紙
が
四
十
物
町
や
西
町
の
青
年
た
ち
を
動
か

し
、
両
町
の
和
解
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

〈
祐
馬
―
航
平
〉
の
み
な
ら
ず
、
ど
の
和
解
も
、
そ
の
前
提
と

し
て
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
断
絶
、
喪
失
が
あ
る
と
い

う
こ
と
。
も
っ
と
も
〈
祐
馬
―
航
平
〉
に
つ
い
て
は
死
と
い
う
決

定
的
な
断
絶
で
あ
っ
た
が
。
そ
も
そ
も
断
絶
が
な
け
れ
ば
、
和
解

も
な
い
の
で
あ
る
。
玄
太
郎
の
「
失
く
し
て
か
ら
気
づ
く
こ
と
ば

か
り
だ
な
、
人
生
は
…
…
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
う
し
た
点
を
象

徴
す
る
呟
き
と
し
て
併
せ
て
思
い
出
し
て
お
き
た
い
。
で
は
、
失

わ
れ
て
は
じ
め
て
気
づ
く
こ
と
の
で
き
る
「
大
切
な
も
の
」
と
は

何
か
。 

「
大
切
な
も
の
」
の
内
実 

 

先
述
の
通
り
、
航
平
に
と
っ
て
の
「
大
切
な
も
の
」
は
、
ひ
と
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ま
ず
は
〈
過
去
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
心
に
持
つ

曳
山
（
祭
）
へ
の
誇
り
を
指
す
。
航
平
は
〈
美
・
誇
り
〉
を
「
大

切
な
も
の
」
と
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
祐
馬
が
自
社
の
利

益
拡
大
だ
け
を
見
据
え
突
き
進
む
、
い
わ
ば
〈
経
済
・
シ
ス
テ
ム
〉

重
視
の
存
在
で
あ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。〈
美
・
誇
り
〉
が
〈
過

去
〉
と
の
つ
な
が
り
を
感
得
す
る
こ
と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、〈
経
済
・
シ
ス
テ
ム
〉
は
〈
過
去
〉
と
の
つ

な
が
り
を
断
ち
切
る
も
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
そ
う
し
た
〈
過
去
〉
と
の
つ
な
が
り
、〈
美
・
誇
り
〉
の

感
覚
が
身
体
的
、
感
覚
的
に
感
受
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、

物
語
中
で
度
々
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
鉄
也
の
「
祭
り
は
…
（
中

略
）
…
体
を
使
っ
て
、
人
と
つ
な
が
る
こ
と
を
憶
え
ら
れ
る
」
と

い
う
言
葉
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
語
り
手
に
よ
り
「
曳
山
の
誇
り
に

満
ち
た
美
し
さ
と
い
う
も
の
は
、
実
は
現
実
の
曳
山
に
は
存
在
し

な
い
。
…
（
中
略
）
…
曳
山
を
そ
の
よ
う
な
至
高
の
も
の
と
し
て

感
じ
、
支
え
る
、
地
元
の
人
間
た
ち
の
想
像
力
が
問
わ
れ
て
い
る

の
だ
。
そ
う
感
じ
る
人
間
だ
け
が
、
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
語
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
語
り
手
が
肩
を
持
つ
航
平
の
「
大
切
な
も

の
」
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
隔
て
ら
れ
た
も
の
、
失
わ

れ
た
も
の
＝
〈
過
去
〉
を
見
つ
め
直
し
、
そ
こ
に
〈
美
・
誇
り
〉

を
見
出
す
こ
と
。
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え
れ
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、
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た
〈
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・
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り
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隔
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ら
れ
た
も
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、
失
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ

そ
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
失
わ
れ
て
は
じ
め
て
気
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く

〈
過
去
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と
い
う
も
の
の
〈
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・
誇
り
〉。
そ
れ
は
隔
て
ら
れ
た
も

の
、
失
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
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え
に
、
目
に
は
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え
な
い
も
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
〈
美
・
誇
り
〉
も
目
に
は
見
え
な

い
も
の
で
あ
る
。
身
体
的
、
感
覚
的
に
感
受
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

言
語
化
す
ら
困
難
で
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る
。
む
し
ろ
言
葉
に
し
て
し
ま
っ
た
途
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、

消
え
失
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し
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も
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も
し
れ
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。
し
か
し
、
そ
れ
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と
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形
骸
化
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た
言
葉
の
や
り
と
り
し
か
な
い
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馬
と
Ｎ
＆
Ｓ

社
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と
の
空
洞
化
し
た
交
渉
よ
り
も
、
は
る
か
に
深
い
交
感
で
あ

る
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終
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に
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自
ら
曳
山
に
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つ
な
が
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」
こ
と
を
求
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た
祐
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は
、
航
平
の
呟
い
た
「
大
切
な
も
の
」
の
意
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を
感
得
し

て
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り
、
語
り
手
の
意
図
通
り
に
祐
馬
に
航
平
と
の
和
解
の
時
が

訪
れ
、
物
語
の
円
環
は
閉
じ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
物
語
に
お
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自
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の
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た
も
の
、
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た
（
失
わ
れ
つ
つ

あ
る
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も
の
＝
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過
去
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と
向
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合
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、
和
解
に
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る
＝
〈
美
・

誇
り
〉
を
見
出
す
と
い
う
構
造
が
反
復
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
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は
、
こ
の
物
語
の
〈
幾
千
も
の
時
を
超
え
て
き
た
曳
山
〉〈
そ

び
え
る
立
山
連
峰
と
青
く
輝
く
日
本
海
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の
描
写
に
始
ま
り
、
そ
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に
終
わ
る
と
い
う
構
造
が
象
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と
言
え
よ
う
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返
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、
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も
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を
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。
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、
物
語
を
相

対
的
に
捉
え
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
映
画
版
と
の
相
補
的
関
係
を

成
し
、『
人
生
の
約
束
』
と
い
う
一
つ
の
物
語
を
形
作
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て
い
る
の

で
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る
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