
 

 

 
 

解
説
２ 

  

最
後
の
最
後
に
、
言
い
残
し
て
い
た
こ
と
を
少
し
だ
け
補
足
す
る
。 

 

本
作
の
主
要
人
物
の
一
人
・
栄 え

い

松
し
ょ
う

斎 さ
い

長
喜

ち
ょ
う
き

は
、
実
在
し
た
浮
世
絵
師
で
あ
る
。
活
動
期

間
も
、
写
楽
と
重
な
っ
て
い
る
。
彼
を
こ
の
役
目
に
据
え
た
の
は
、
先
の
解
説
で
も
触
れ
た

『
増
補
浮
世
絵
類
考

ぞ

う

ほ

う

き

よ

え

る

い

こ

う

』
の
写
本
の
一
つ
に
、
「
長
喜
本
人
が
写
楽
の
正
体
は
斎
藤
十
郎
兵
衛

だ
と
述
べ
て
い
る
」
と
い
う
趣
旨
の
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
記
述
も
こ
こ
に
書
い

た
通
り
非
常
に
素
っ
気
な
い
も
の
な
の
だ
が
、
筆
者
は
こ
こ
か
ら
想
像
を
巡
ら
し
た
。
長
喜

も
、
同
時
代
に
活
躍
し
た
同
業
の
人
間
と
し
て
、
写
楽
の
こ
と
を
深
く
知
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

こ
の
「
想
像
」
が
、
本
作
執
筆
の
一
つ
の
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
。 

 

と
は
い
え
こ
の
栄
松
斎
長
喜
と
い
う
人
間
は
、
あ
る
意
味
写
楽
以
上
に
素
性
が
は
っ
き
り

し
な
い
。
本
名
も
、
出
身
地
も
、
生
没
年
も
分
か
っ
て
お
ら
ず
、
浮
世
絵
師
に
な
る
前
は
ど

こ
で
何
を
し
て
い
た
か
も
ほ
と
ん
ど
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
。
た
だ
こ
の
手
の
素
性
も
生
き

様
も
は
っ
き
り
し
な
い
人
物
と
い
う
の
は
、
歴
史
小
説
に
お
い
て
は
恰
好
の
材
料
に
な
る
。

筆
者
も
、
長
喜
の
人
と
な
り
や
写
楽
と
の
交
わ
り
方
に
つ
い
て
、
分
か
っ
て
い
な
い
な
り
に

筆
者
の
想
像
を
自
由
に
塗
り
付
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。 

  

本
作
の
主
人
公
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
も
分
か
る
通
り
写
楽
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
筆
者

は
当
初
写
楽
を
主
人
公
に
据
え
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
物
語
を
書
き
始
め
た
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
本
作
の
冒
頭
で
は
な
か
な
か
写
楽
が
登
場
し
な
い
。
筆
者
と
し
て
は
、
ミ
ス
テ
リ

ー
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
一
種
の
焦
ら
し
を
入
れ
た
つ
も
り
だ
っ
た
。
代
わ
り
に
冒
頭
か
ら
出

ず
っ
ぱ
り
な
の
が
、
前
述
の
長
喜
で
あ
る
。 

 

前
の
解
説
で
は
写
楽
は
筆
者
自
身
の
現
身
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
長
喜
も
、

筆
者
自
身
の
現
身
で
あ
る
。
筆
者
は
、
他
人
と
い
う
も
の
に
恐
ろ
し
い
ま
で
に
興
味
が
な
い

（
他
方
で
、
自
分
の
こ
と
は
大
好
き
で
あ
る
）
の
で
、
自
分
以
外
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
描
く

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
筆
者
の
描
く
物
語
は
い
つ
も
「
自
分
」
で

塗
れ
る
。
そ
れ
は
、『
シ
ト
ラ
ス
三
国
志
』
の
方
を
読
ん
で
い
た
だ
い
て
も
分
か
っ
て
も
ら



 

 

え
る
と
思
う
（
あ
の
話
に
は
、
劉
備
や
曹
操
以
外
に
も
た
く
さ
ん
の
「
俺
」
が
登
場
し
て
い

る
）。 

 

さ
て
長
喜
も
写
楽
も
自
分
の
現
身
で
あ
る
と
は
い
え
、
二
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
微
妙
に

異
な
る
。
写
楽
は
筆
者
の
「
自
分
」
を
と
こ
と
ん
ま
で
に
先
鋭
化
し
た
、
ぶ
れ
な
い
が
鼻
持

ち
な
ら
な
い
人
間
で
あ
る
。
他
方
で
長
喜
は
、
多
少
は
こ
の
「
自
分
」
の
矛
を
丸
め
て
世
の

中
に
合
わ
せ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
浮
世
絵
業
界
で
一
定
の
成
功
を
収
め

て
い
る
の
で
あ
る
。
写
楽
が
狼
だ
と
す
れ
ば
、
長
喜
は
牙
を
抜
か
れ
た
犬
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
現
在
弁
護
士
と
い
う
客
商
売
を
や
る
中
で
多
少
な
り
と
も
世
の
中
に
迎
合
し
て
い
る

筆
者
自
身
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
長
喜
の
方
に
近
い
。 

 

物
語
に
お
い
て
は
、
こ
の
長
喜
が
写
楽
に
出
会
う
。
長
喜
は
、
写
楽
の
中
に
若
い
頃
の
突

っ
張
っ
て
い
た
自
分
を
見
出
す
。
長
喜
も
、
今
は
牙
を
抜
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
性

質
の
根
本
は
写
楽
と
一
緒
で
あ
り
、
若
い
頃
は
写
楽
の
よ
う
に
無
意
味
に
（
よ
り
正
確
に
言

え
ば
、
無
意
識
に
）
周
囲
と
摩
擦
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
感
じ
で
ぶ
れ
な
い
写
楽
を

見
て
、
長
喜
は
恥
じ
る
。
若
い
頃
の
自
分
を
見
て
い
る
よ
う
で
穴
が
あ
っ
た
ら
入
り
た
い
よ

う
な
気
持
ち
に
な
る
。
あ
の
時
の
自
分
は
、
周
囲
に
こ
ん
な
に
も
痛
々
し
く
、
滑
稽
に
映
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
に
今
更
気
が
付
い
て
、
や
り
場
の
な
い
憤
り
に
五
体
を
引
き
裂
か
れ
そ

う
に
な
る
。
写
楽
に
出
会
う
ま
で
そ
の
こ
と
に
気
付
け
て
い
な
か
っ
た
（
す
な
わ
ち
、
自
分

を
客
観
視
で
き
て
い
な
か
っ
た
）
自
分
の
鈍
感
さ
に
対
し
て
も
憤
懣
や
る
か
た
な
い
思
い
を

覚
え
る
。 

 

そ
れ
で
も
、
傍
ら
で
一
人
悶
え
苦
し
ん
で
い
る
長
喜
に
は
無
頓
着
で
、
ひ
た
す
ら
我
が
道

を
行
く
写
楽
に
、
長
喜
は
次
第
に
感
化
さ
れ
て
い
く
。
金
や
名
誉
と
引
き
換
え
に
今
の
自
分

が
失
っ
た
「
牙
」
を
こ
の
男
は
持
っ
て
い
る
。
写
楽
は
厳
然
確
固
と
し
て
、「
写
楽
」
で
あ

る
。
対
す
る
自
分
は
、
果
た
し
て
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

長
喜
は
や
が
て
、
今
持
っ
て
い
る
金
も
名
誉
も
全
て
吐
き
出
し
て
、
失
っ
た
牙
を
買
い
戻

す
こ
と
を
決
意
す
る
。
そ
の
博
奕
の
勝
ち
目
が
、
薄
い
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
な
が
ら
。 

 
 

 

こ
れ
が
、
こ
の
物
語
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
が
、
こ
う
書
く
と
完
全
に
長
喜
が
主
人
公
で
あ

る
。
ま
あ
、
長
喜
も
写
楽
と
同
じ
く
作
者
の
現
身
で
あ
る
た
め
、
主
人
公
に
変
貌
す
る
ポ
テ

ン
シ
ャ
ル
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
書
い
て
い
る
う
ち
に
写
楽



 

 

と
い
う
現
実
味
の
な
い
超
人
へ
の
愛
着
が
ど
ん
ど
ん
薄
れ
て
い
き
、
こ
の
超
人
に
感
化
さ
れ

て
超
人
に
な
ろ
う
と
し
た
凡
人
が
主
人
公
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
本
来
は
先
の

解
説
で
書
い
た
よ
う
に
、
写
楽
に
こ
の
「
凡
人
」
の
役
目
を
担
わ
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ

が
、
誤
算
だ
っ
た
。
ま
あ
、
よ
く
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
天
才
バ
カ
ボ
ン
だ
っ
て
主
人
公
は
バ

カ
ボ
ン
で
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

さ
て
ま
あ
、
改
め
て
こ
の
解
説
２
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
本
作
が
大
し
た
こ
と
を
言
っ

て
い
な
い
と
い
う
の
が
よ
く
分
か
る
。「
社
会
に
迎
合
す
る
た
め
に
自
分
を
枉
げ
る
こ
と
の

苦
し
さ
・
お
か
し
さ
」「
そ
の
状
態
か
ら
自
分
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
た
め
の
も
が
き
」
な

ん
て
い
う
の
は
、
古
来
か
ら
あ
る
手
垢
塗
れ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
又
吉
の
『
火
花
』
だ
っ
て

そ
う
だ
ろ
う
。
改
め
て
本
作
を
見
て
み
る
と
、
写
楽
の
姿
が
神
谷
に
、
長
喜
の
陰
が
徳
永
に

非
常
に
よ
く
か
ぶ
る
。
ま
あ
、
こ
の
種
の
物
語
は
本
質
を
突
い
て
い
る
か
ら
こ
そ
何
度
も
手

を
変
え
品
を
変
え
出
て
く
る
の
だ
ろ
う
が
、
裏
を
返
せ
ば
客
も
同
じ
よ
う
な
話
を
何
度
も
見

せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
小
説
と
い
う
の
は
、
言
い
た
い
こ
と
を
具
体
的

な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
裏
に
隠
し
て
煙
に
巻
く
表
現
手
法
だ
と
い
う
の
は
筆
者
が
何
度
も
述
べ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
解
説
の
よ
う
に
、
作
者
は
言
い
た
い
こ
と
を
自
ら

明
ら
か
に
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
ん
と
こ
ろ
を
よ
く
分
か
ら
な
い
ま

ま
に
放
置
す
る
か
ら
、
読
者
が
お
ん
な
じ
よ
う
な
話
を
何
度
も
つ
か
ま
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。 


