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（
Ⅴ
・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
イ
ツ
チ
¶
遣
ら
ぬ
時
と
郷
愁
』
よ
り
）
 
 
 

Ⅰ
 
 

福
永
武
彦
の
『
忘
却
の
河
』
は
全
体
で
七
草
に
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
 
 

ぞ
れ
が
短
編
小
説
と
し
て
個
別
に
発
表
さ
れ
た
後
に
、
長
編
小
説
と
し
て
 
 

出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
章
は
、
そ
の
中
心
に
な
る
作
中
人
 
 

物
が
そ
れ
ぞ
れ
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
 
 

主
人
公
と
呼
べ
る
の
は
、
第
一
章
「
忘
却
の
河
」
・
（
「
文
垂
」
昭
和
三
十
人
 
 

年
三
月
）
と
最
終
の
第
七
草
「
奉
の
河
原
」
（
「
文
糞
」
昭
和
三
十
八
年
十
 
 

二
月
）
の
中
心
人
物
で
あ
る
「
藤
代
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
「
藤
代
」
 
 

に
注
目
し
て
分
析
し
て
い
き
た
い
。
た
だ
、
各
章
は
そ
れ
ぞ
れ
が
視
点
を
 
 

変
え
る
こ
と
に
よ
り
、
お
互
い
を
鏡
に
映
す
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
 
 

『
忘
却
の
河
』
試
解
 
 

－
過
去
の
呪
縛
・
言
葉
の
呪
縛
ト
 
 

忘
却
は
、
お
そ
ら
く
は
、
逆
行
で
き
な
い
時
の
流
れ
が
、
取
り
 
 

消
せ
な
い
も
の
を
打
ち
負
か
さ
な
い
ま
で
も
す
く
な
く
と
も
緩
 
 

和
す
る
よ
う
に
と
わ
れ
わ
れ
に
提
供
す
る
も
っ
と
も
自
然
な
、
 
 

も
っ
と
も
常
時
手
元
に
あ
る
武
器
だ
。
 
 

（
1
）
 
 

特
に
「
藤
代
」
の
姿
を
相
対
化
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
単
に
一
 
 

章
と
七
草
だ
け
を
取
り
上
げ
て
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
「
藤
 
 

代
」
を
中
心
と
し
て
、
他
の
章
に
つ
い
て
も
随
時
触
れ
て
い
き
た
い
。
 
 
 

こ
の
作
品
が
昭
和
三
十
九
年
五
月
に
新
潮
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
時
の
朝
 
 

日
新
聞
で
の
紹
介
記
事
出
し
は
、
「
過
去
を
背
負
う
男
」
と
い
う
も
 
 

の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
こ
の
見
出
し
の
よ
う
に
、
主
人
公
↓
藤
代
」
．
は
、
 
 

過
去
の
出
来
事
に
縛
ら
れ
て
生
き
て
い
る
よ
う
な
人
物
だ
と
言
え
る
。
け
 
 

れ
ど
も
、
で
は
過
去
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
「
藤
代
」
の
幼
年
期
 
 

に
つ
い
て
、
一
つ
は
「
困
っ
た
ね
え
、
い
っ
そ
河
に
流
し
て
」
と
い
う
母
 
 

の
青
葉
、
あ
る
い
は
「
え
な
が
流
れ
て
来
る
河
」
と
い
う
子
供
の
言
葉
に
 
 

代
表
さ
れ
る
暗
い
過
去
と
、
正
反
対
の
「
夏
は
子
供
た
ち
が
裸
に
な
っ
て
 
 

水
遊
び
を
す
る
よ
う
な
、
楽
し
い
思
い
出
を
い
っ
ぱ
い
に
詰
め
込
ん
で
い
 
 

る
」
と
い
う
「
最
も
明
る
い
記
憶
」
が
あ
る
。
同
じ
河
に
ま
つ
わ
る
も
の
 
 

で
あ
り
な
が
ら
ま
る
で
連
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
こ
こ
で
注
目
し
て
 
 

お
き
た
い
の
は
、
前
者
は
あ
く
ま
で
も
青
葉
と
し
て
の
過
去
に
過
ぎ
な
い
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
藤
代
」
は
「
え
な
」
の
流
れ
て
い
る
の
を
見
た
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わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
後
者
は
彼
自
身
の
肉
体
を
と
も
な
っ
た
 
 

過
去
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
過
去
の
呪
縛
 
 

と
い
う
点
に
注
目
し
な
が
ら
こ
の
作
品
を
分
析
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
 
 

こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
罪
や
愛
、
並
び
に
家
族
と
い
う
モ
チ
ト
フ
に
 
 

つ
い
て
も
併
せ
て
考
え
て
い
き
た
い
。
 
 

Ⅱ
 
 

こ
の
作
品
は
「
私
が
こ
れ
を
書
く
の
は
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
め
ら
 
 

れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
中
で
も
第
一
章
と
第
七
草
は
「
藤
代
」
に
よ
っ
 
 

て
善
か
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
で
は
何
故
「
藤
代
」
は
 
 

書
く
の
か
。
そ
れ
は
何
か
を
発
見
し
た
か
ら
だ
と
言
う
が
、
そ
の
発
見
さ
 
 

れ
た
も
の
は
、
「
過
去
L
な
の
か
、
「
運
命
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
物
語
」
 
 

な
の
か
、
本
人
に
も
解
ら
ず
、
む
し
ろ
発
見
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
 
 

と
さ
え
書
い
て
い
る
。
何
か
解
ら
な
い
が
と
り
あ
え
ず
、
あ
る
部
屋
で
原
 
 

稿
用
紙
に
書
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
く
と
い
う
こ
と
並
 
 

び
に
発
見
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の
「
藤
代
」
の
書
 
 

い
て
い
る
過
去
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
 
 
 

「
藤
代
」
に
と
っ
て
、
過
去
は
彼
の
意
志
と
は
関
わ
り
な
く
唐
突
に
彼
 
 

の
眼
の
前
に
現
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
 
 

す
る
と
不
意
に
記
憶
と
い
う
ほ
ど
の
明
ら
か
な
形
を
持
つ
の
で
は
な
 
 
 

い
過
去
の
時
間
の
流
れ
が
、
灰
色
に
濁
っ
た
ま
ま
、
私
町
頭
脳
の
中
に
 
 
 

逆
流
し
て
来
る
。
そ
れ
は
頭
脳
を
充
し
、
そ
の
中
に
き
れ
ぎ
れ
に
未
練
 
 
 

が
ま
し
い
情
景
を
浮
か
ば
せ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
私
は
大
抵
は
、
意
志
 
 
 

的
に
そ
れ
を
追
い
払
お
う
と
す
る
。
こ
の
意
志
的
に
と
い
う
こ
と
が
大
 
 
 

事
な
の
だ
。
そ
う
い
う
訓
練
を
続
け
れ
ば
、
人
は
厭
な
こ
と
を
忘
れ
る
 
 
 

こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
時
々
、
私
の
意
志
を
無
視
し
て
、
過
去
の
私
が
 
 
 

第
三
者
の
よ
う
に
私
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
来
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
 
 
 

そ
れ
が
私
に
は
恐
ろ
し
い
の
だ
。
 
 
 

過
去
と
記
憶
と
い
う
言
葉
は
区
別
し
て
使
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
過
 
 

去
は
藤
代
の
意
志
に
係
わ
ら
ず
彼
の
目
の
前
に
現
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
 
 

た
め
に
そ
の
中
に
い
る
自
分
は
「
第
三
者
」
の
如
く
で
あ
り
、
「
藤
代
」
 
 

は
そ
れ
を
「
彼
」
と
自
分
と
は
区
別
し
て
呼
ぶ
。
 
 

い
っ
た
い
過
去
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
し
か
も
そ
れ
は
忘
れ
よ
う
と
す
 
 

る
よ
う
な
厭
な
過
去
で
あ
る
。
読
者
は
藤
代
の
過
去
に
興
味
を
持
た
ざ
る
 
 

を
得
な
い
。
そ
れ
は
読
者
に
疑
問
・
謎
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
作
品
は
現
 
 

在
の
「
藤
代
」
（
「
私
」
）
と
過
去
の
「
彼
」
と
が
交
錯
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。
 
 

そ
し
て
過
去
は
現
在
に
近
い
も
の
か
ら
遠
く
の
も
の
へ
と
語
ら
れ
て
い
 
 

き
、
そ
の
過
程
を
通
し
て
謎
解
き
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
謎
の
コ
ー
ド
）
。
 
 

そ
の
よ
う
に
し
て
、
作
者
は
読
者
を
作
品
中
に
引
き
込
も
う
と
す
る
の
で
 
 

あ
る
。
い
や
、
厳
密
に
は
現
在
も
、
時
間
の
幅
が
あ
り
、
作
品
の
最
初
の
 
 

場
面
よ
り
も
数
日
前
の
出
来
事
が
善
か
れ
て
い
く
。
た
だ
し
、
そ
れ
ら
は
 
 

謂
ば
記
憶
の
領
域
に
入
る
も
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

そ
の
よ
う
な
過
去
が
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、
あ
る
台
風
の
次
の
日
、
 
 

仰
ぎ
見
た
ビ
ル
の
窓
が
「
無
数
の
、
涙
に
滞
れ
た
眼
」
に
見
え
た
時
で
あ
っ
 
 

た
。
 
 

そ
の
時
、
こ
の
偶
然
が
私
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
と
名
づ
け
た
ら
 
 
 

よ
か
っ
た
ろ
う
か
。
眩
牽
だ
ろ
う
か
、
放
心
だ
ろ
う
か
、
感
動
だ
ろ
う
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か
。
私
は
こ
ん
な
に
数
多
く
の
眼
を
一
度
に
見
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
 
 
 

ら
の
一
つ
一
つ
が
生
き
て
、
泣
い
て
、
訴
え
て
、
私
の
心
の
奥
底
を
覗
 
 
 

い
き
込
ん
で
、
何
か
を
私
に
語
っ
て
い
た
の
だ
。
お
前
は
忘
れ
て
い
る
 
 
 

の
か
、
忘
れ
た
ま
ま
で
生
き
て
い
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
、
と
。
い
や
、
 
 
 

そ
う
で
は
な
い
。
も
っ
と
別
の
こ
と
を
言
っ
て
い
た
の
だ
。
私
た
ち
は
 
 
 

お
前
を
見
て
い
る
よ
、
と
。
そ
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
を
語
っ
て
い
 
 
 

た
。
無
心
に
語
っ
て
い
た
。
そ
し
て
私
の
方
が
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
 
 
 

強
く
意
識
し
た
あ
ま
り
、
私
の
経
て
来
た
時
間
が
私
に
と
っ
て
何
で
あ
 
 
 

っ
た
か
を
反
省
せ
ざ
る
を
待
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
限
は
彼
を
見
て
い
 
 
 

た
。
そ
の
二
つ
の
落
ち
窪
ん
だ
眼
福
は
彼
を
見
て
い
た
。
 
 
 

こ
の
多
く
の
眼
と
は
何
か
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
過
去
の
人
々
の
目
で
 
 

あ
ろ
う
。
そ
の
眠
が
「
見
て
い
る
よ
」
と
言
う
の
に
対
し
て
、
「
忘
れ
て
 
 

い
る
の
か
」
と
受
け
止
め
て
し
ま
う
の
は
、
先
の
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
 
 

こ
と
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
「
藤
代
」
は
過
去
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
 
 

る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
彼
の
過
去
、
い
や
現
在
に
通
じ
る
時
間
 
 

が
否
定
的
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
 
 

は
、
最
後
の
「
彼
」
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
先
に
「
第
三
者
」
と
あ
っ
た
、
 
 

過
去
の
「
藤
代
」
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
「
彼
」
を
見
て
 
 

い
た
、
「
そ
の
眼
」
と
は
い
っ
た
い
誰
の
目
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
 
 

そ
こ
に
あ
る
の
は
確
か
に
も
う
生
命
の
な
い
一
つ
の
機
械
、
壊
れ
て
 
 
 

し
ま
っ
た
一
つ
の
神
の
玩
具
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼
に
と
っ
て
 
 
 

は
、
そ
れ
は
や
は
り
、
彼
（
戦
友
）
だ
っ
た
。
（
中
略
）
故
国
に
可
愛
 
 
 

い
妻
が
待
っ
て
い
る
と
し
ょ
つ
ち
ゅ
う
惚
気
を
育
っ
て
い
る
奴
、
己
は
 
 
 

ど
う
し
て
も
国
へ
還
る
ぞ
、
死
ん
で
た
ま
る
か
と
青
い
青
い
し
て
彼
を
 
 
 励

ま
し
て
く
れ
る
奴
1
 
（
中
略
）
も
し
も
共
に
生
き
る
こ
と
が
愛
で
あ
 
 
 

る
な
ら
ば
彼
が
確
か
に
愛
を
感
じ
て
い
る
奴
。
 
 

そ
の
男
は
両
日
を
見
開
い
た
ま
ま
死
ん
で
い
た
。
天
を
向
い
た
二
つ
 
 
 

の
眼
球
に
、
雨
が
落
ち
、
雨
が
た
ま
り
、
落
ち
窪
ん
だ
眼
商
は
涙
を
た
 
 
 

た
え
、
そ
の
涙
は
天
の
蒼
さ
を
映
し
て
い
た
。
そ
の
脱
が
彼
を
見
て
い
 
 
 

た
。
茫
然
と
傍
ら
に
仔
立
し
、
言
葉
も
な
く
、
意
志
も
な
く
見
下
ろ
し
 
 
 

て
い
る
彼
を
、
そ
の
落
ち
窪
ん
だ
眼
福
が
見
詰
め
て
い
た
。
 
 
 

見
て
い
た
眼
は
戦
争
で
死
ん
だ
戦
友
の
眼
で
あ
っ
た
。
作
品
の
現
在
は
 
 
 

昭
和
三
十
年
代
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
二
十
年
あ
ま
り
以
前
の
出
来
事
 
 
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

こ
こ
で
戦
友
と
の
関
係
を
「
愛
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
「
愛
」
こ
そ
、
 
 

藤
代
を
苦
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
愛
し
た
人
た
ち
は
彼
の
元
か
ら
去
っ
て
 
 

い
く
、
い
や
死
ん
で
い
く
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
 
 
 

彼
が
考
え
て
い
た
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
己
が
死
ん
だ
方
が
よ
か
 
 
 

っ
た
。
己
は
死
ぬ
べ
き
だ
っ
た
。
己
は
も
う
死
ん
で
い
た
の
だ
か
ら
、
 
 
 

そ
の
時
に
。
そ
の
時
と
は
、
い
つ
の
こ
と
か
、
そ
の
過
去
の
時
間
の
記
 
 
 

憶
が
素
早
く
回
復
さ
れ
た
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
し
か
し
彼
は
常
に
意
 
 
 

識
し
て
忘
れ
よ
う
と
努
め
な
が
ら
、
し
か
も
無
意
識
に
、
し
ば
し
ば
夢
 
 
 

で
も
な
く
現
で
も
な
い
よ
う
な
状
態
の
中
で
そ
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
 
 
 

い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
も
今
息
を
引
取
っ
た
ば
か
り
の
戦
友
の
屍
を
 
 
 

眼
の
前
に
置
い
て
、
彼
が
、
己
は
既
に
死
ん
で
い
た
の
だ
か
ら
こ
こ
で
 
 
 

こ
い
つ
の
代
わ
り
に
己
が
死
ね
ば
良
か
っ
た
、
と
考
え
た
か
ど
う
か
は
 
 
 

怪
し
い
。
寧
ろ
、
己
は
今
の
瞬
間
ま
だ
生
き
て
い
る
し
、
己
は
そ
う
い
 
 
 

う
ふ
う
に
罪
深
く
あ
る
べ
く
出
来
て
い
る
の
だ
、
と
考
え
て
い
た
よ
う
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な
気
が
す
る
の
だ
。
彼
は
い
つ
も
自
分
を
罪
深
く
感
じ
て
い
た
。
神
に
 
 
 

対
し
て
。
い
や
彼
が
神
を
信
じ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
彼
は
 
 
 

た
だ
ぼ
ん
や
り
と
、
す
べ
て
の
人
間
に
対
し
て
、
自
分
に
対
し
て
、
生
 
 
 

き
て
い
る
の
は
罪
で
は
な
い
か
、
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
罪
で
は
な
い
か
 
 
 

と
感
じ
る
よ
う
に
出
来
て
い
た
。
 
 
 

こ
の
文
に
お
い
て
、
「
そ
の
時
に
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
過
去
が
示
さ
 
 

れ
る
。
こ
の
戦
友
と
の
過
去
が
」
彼
の
厭
な
、
忘
れ
よ
う
と
す
る
過
去
そ
 
 

の
も
の
で
ほ
な
く
、
既
に
そ
の
前
に
も
っ
と
決
定
的
な
過
去
が
あ
っ
た
こ
 
 

と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
過
去
に
よ
り
、
彼
が
「
既
 
 

に
死
ん
で
い
た
」
と
考
え
る
よ
う
な
過
去
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
過
去
に
何
 
 

が
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
読
者
の
疑
問
は
増
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
、
藤
代
は
戦
友
の
死
に
罪
を
感
じ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
死
に
 
 

彼
が
直
接
費
任
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
彼
が
生
き
て
い
る
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
彼
の
周
り
の
人
に
、
「
愛
」
す
る
人
に
死
を
も
た
ら
す
の
で
は
 
 

な
い
か
と
い
う
罪
の
意
識
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
人
に
死
を
も
た
ら
す
よ
 
 

う
な
自
分
の
存
在
を
罪
深
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
生
き
て
い
る
 
 

の
は
罪
で
は
な
い
か
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
キ
リ
ス
ト
教
 
 

で
い
う
原
罪
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
あ
 
 

た
か
も
読
者
の
そ
の
よ
う
な
読
み
を
否
定
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
神
を
信
 
 

じ
て
い
た
か
疑
わ
し
い
」
と
善
か
れ
、
さ
ら
に
こ
の
後
「
神
に
赦
さ
れ
る
 
 

こ
と
の
な
い
罪
」
だ
と
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
己
は
も
 
 

う
死
ん
で
い
た
の
だ
か
ら
」
と
い
う
彼
の
こ
の
戦
争
以
前
の
過
去
が
係
 
 

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
「
藤
代
」
は
こ
の
時
点
で
は
結
婚
し
 
 

て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
も
ま
た
本
来
は
「
可
愛
い
妻
」
が
故
国
に
待
っ
て
 
 

い
る
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
「
藤
代
」
は
死
ん
で
い
る
と
 
 

亭
っ
の
で
あ
る
。
過
去
に
何
が
あ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
「
既
に
死
ん
で
い
る
」
 
 

と
言
う
こ
と
は
、
現
在
の
自
分
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
否
 
 

定
す
べ
き
過
去
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
現
在
、
そ
し
て
そ
の
原
因
と
し
て
の
 
 

罪
。
作
品
は
こ
の
戦
友
の
死
の
描
写
の
後
、
現
在
に
戻
っ
て
く
る
が
、
我
々
 
 

は
さ
ら
に
そ
の
過
去
に
つ
い
て
見
て
い
土
う
。
 
 

Ⅲ
 
 

天
窓
か
ら
漏
れ
て
来
る
薄
ぼ
ん
や
り
し
た
光
線
の
中
で
、
彼
は
彼
女
 
 
 

の
ひ
た
む
き
な
表
情
を
美
し
い
と
思
っ
て
い
た
。
（
中
略
）
わ
た
し
あ
 
 
 

な
た
が
好
き
よ
、
本
当
に
好
き
よ
、
こ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
い
た
い
。
 
 
 

僕
が
死
な
な
か
っ
た
の
は
君
の
お
蔭
だ
、
と
彼
は
言
い
、
や
さ
し
く
そ
 
 
 

の
肩
を
抱
き
寄
せ
た
。
（
中
略
）
わ
た
し
あ
な
た
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
 
 
 

ら
き
っ
と
死
ぬ
わ
、
と
彼
女
は
言
っ
た
。
き
っ
と
死
ぬ
わ
。
 
 
 

結
核
の
療
養
所
に
入
院
し
た
「
藤
代
」
は
そ
こ
で
一
人
の
看
護
婦
と
出
 
 

会
う
。
学
生
時
代
に
思
想
活
動
に
従
事
し
、
思
想
の
転
向
を
避
け
る
た
め
 
 

に
肉
体
に
死
を
も
た
ら
す
べ
く
結
核
と
な
り
、
死
に
か
け
た
「
藤
代
」
は
 
 

こ
の
看
護
婦
に
出
会
う
こ
と
で
生
き
返
る
こ
と
に
な
る
。
看
護
婦
の
愛
に
 
 
 

ょ
っ
て
生
き
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
結
婚
と
い
う
こ
と
 
 

に
な
る
と
、
看
護
婦
は
自
分
の
身
分
と
い
ゝ
†
こ
と
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
 
 

た
。
 
 
 

わ
た
し
は
結
婚
な
ん
か
出
来
な
く
て
も
い
い
の
、
そ
ん
な
こ
と
望
ん
 
 
 

で
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
、
と
小
さ
な
声
で
言
っ
た
。
わ
た
し
は
あ
な
 
 
 

た
と
別
れ
て
、
あ
な
た
が
行
っ
て
し
ま
う
の
が
怖
い
だ
け
な
の
よ
。
だ
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か
ら
僕
は
き
っ
と
迎
え
に
来
る
よ
。
（
中
略
）
 
で
も
き
っ
と
無
理
よ
。
 
 
 

わ
た
し
は
田
舎
者
だ
し
、
こ
ん
な
療
養
所
の
看
護
婦
だ
し
、
あ
な
た
は
 
 
 

大
学
ま
で
行
っ
て
い
る
偉
い
人
な
ん
だ
も
の
。
（
中
略
）
 
わ
た
し
も
あ
 
 
 

な
た
が
好
き
。
あ
な
た
が
い
な
く
な
っ
た
ら
わ
た
し
き
っ
と
死
ぬ
わ
。
 
 
 

東
京
の
大
学
生
と
東
北
の
貧
窮
の
田
舎
か
ら
何
と
か
出
て
き
て
看
護
婦
 
 

と
な
っ
た
女
性
。
戦
前
と
い
う
時
代
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
言
う
身
分
違
 
 

い
と
い
う
こ
と
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
と
は
言
え
な
い
。
無
論
、
こ
こ
に
は
 
 

都
会
と
田
舎
、
東
北
と
東
京
と
い
う
対
照
や
、
大
学
と
い
う
文
化
的
コ
ー
 
 

ド
、
あ
る
い
は
貧
窮
と
い
う
社
会
的
な
問
題
が
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
 
 

れ
し
か
し
、
本
稿
で
は
作
品
中
の
過
去
と
い
う
点
に
絞
っ
て
考
察
し
 
 

て
い
き
た
い
。
 
 
 

こ
の
療
養
所
に
一
年
半
い
た
後
、
「
藤
代
」
は
回
復
し
こ
こ
を
去
る
こ
 
 

と
に
な
る
。
当
然
彼
は
看
護
婦
と
結
婚
す
る
べ
く
両
親
に
話
そ
う
と
す
る
 
 

が
、
な
か
な
か
話
を
切
り
出
せ
な
い
。
そ
の
一
つ
の
理
由
が
「
藤
代
」
が
 
 

も
と
も
と
養
子
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
実
は
こ
の
 
 

こ
と
自
体
も
う
一
つ
の
過
去
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
さ
ら
に
後
で
 
 

述
べ
る
こ
と
と
し
て
、
結
果
と
し
て
逆
に
彼
は
両
親
に
縁
談
を
勧
め
ら
れ
 
 

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
「
親
父
は
こ
の
縁
談
は
断
る
わ
け
に
は
い
か
 
 

な
い
」
と
青
い
、
「
看
護
婦
な
ん
か
を
う
ち
の
嫁
に
貰
う
こ
と
は
出
来
な
い
」
 
 

と
言
う
。
看
護
婦
の
見
方
が
世
間
の
見
方
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
べ
 
 

て
は
遅
す
ぎ
た
し
、
「
藤
代
」
は
世
間
知
ら
ず
の
お
坊
ち
ゃ
ん
だ
っ
た
と
 
 

い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
「
愛
情
は
少
し
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
」
と
青
 
 

い
な
が
ら
、
縁
談
を
承
知
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
「
藤
代
」
は
「
結
局
、
 
 

己
と
い
う
男
に
は
人
間
と
し
て
の
一
番
大
事
な
も
の
、
生
き
る
こ
と
へ
の
 
 

誠
意
が
足
り
な
か
っ
た
の
だ
。
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
謂
ば
恋
愛
以
 
 

前
に
人
間
と
し
て
、
生
き
て
い
く
上
で
欠
け
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
 
 

う
の
で
あ
る
。
「
生
き
る
こ
と
へ
の
誠
意
」
と
は
何
か
。
そ
し
て
、
何
故
 
 

そ
れ
が
足
り
な
か
っ
た
の
か
。
無
論
こ
れ
も
ま
た
、
過
去
に
関
わ
っ
て
い
 
 

る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
、
結
婚
式
の
一
週
間
前
に
な
っ
て
、
療
養
所
に
看
護
婦
を
訪
ね
 
 

る
の
だ
が
、
彼
女
は
田
舎
に
帰
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
 
 
 

彼
女
は
帰
っ
た
、
ま
さ
に
そ
の
さ
み
し
い
村
へ
。
彼
が
療
養
所
を
去
 
 
 

り
、
東
京
へ
戻
り
、
父
親
か
ら
縁
談
を
持
ち
た
掛
け
ら
れ
た
そ
の
同
じ
 
 
 

頃
、
妊
娠
し
た
こ
と
を
知
っ
て
勤
め
を
止
め
、
故
郷
の
村
へ
帰
っ
た
。
 
 
 

彼
に
相
談
す
る
こ
と
も
な
く
。
な
ぜ
だ
ろ
う
、
な
ぜ
相
談
し
よ
う
と
し
 
 

な
か
つ
た
の
だ
ろ
う
。
手
紙
を
書
く
こ
と
も
出
来
た
。
ど
ん
な
に
字
が
 
 
 

下
手
で
も
事
実
を
伝
え
る
こ
と
だ
け
は
出
来
た
。
（
中
略
）
 
し
か
し
彼
 
 
 

女
は
そ
う
し
な
か
っ
た
し
、
黙
っ
て
ふ
る
さ
と
へ
帰
り
、
怖
い
顔
を
し
 
 
 

た
人
々
の
間
で
暫
ぐ
暮
ら
し
、
そ
し
て
、
や
は
り
彼
に
相
談
す
る
こ
と
 
 
 

な
く
死
ん
だ
。
お
腹
の
子
供
と
一
緒
に
。
 
 
 

看
護
婦
は
妊
娠
し
、
自
殺
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
「
藤
代
」
は
、
 
 
 

彼
女
を
殺
す
こ
と
で
私
も
ま
た
死
ん
だ
の
だ
、
と
私
は
考
え
た
。
そ
 
 
 

し
て
私
は
そ
れ
か
ら
三
十
年
も
生
き
て
来
た
。
今
も
生
き
て
い
る
。
戦
 
 
 

争
に
行
っ
て
も
死
な
な
か
っ
た
。
戦
後
の
険
し
い
生
活
に
も
生
き
残
っ
 
 

た
。
罪
を
感
じ
生
き
る
こ
と
に
何
等
の
意
味
を
も
見
出
し
て
い
な
い
の
 
 
 

に
、
私
は
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
。
 
 

と
、
考
え
て
い
る
。
戦
友
の
死
に
対
し
て
「
モ
は
も
う
死
ん
で
い
た
」
と
 
 

は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
る
，
。
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と
こ
ろ
で
、
先
の
戦
友
の
死
と
い
い
、
こ
の
看
護
婦
の
死
と
い
い
、
客
 
 

観
的
に
見
て
、
果
た
し
て
「
藤
代
」
に
罪
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
論
及
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 

4
）
 
 

例
え
ば
、
倉
西
聡
氏
は
「
福
永
武
彦
『
忘
却
の
河
』
論
」
の
中
で
、
次
の
 
 

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

藤
代
の
意
識
で
は
こ
の
よ
う
に
、
自
分
が
間
引
き
そ
こ
な
い
の
子
で
 
 
 

あ
る
こ
と
に
も
看
護
婦
を
死
に
追
い
や
っ
た
こ
と
に
も
、
同
じ
レ
ヴ
ュ
 
 
 

ル
で
の
罪
を
抱
い
て
い
る
の
だ
と
言
え
る
が
、
し
か
し
こ
の
二
つ
は
本
 
 
 

来
別
で
あ
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
か
。
看
護
婦
を
死
に
追
い
や
っ
た
こ
 
 
 

と
は
藤
代
自
ら
が
行
為
と
し
て
犯
し
た
罪
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
 
 
 

え
に
絶
対
的
な
罪
と
言
え
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

倉
西
氏
は
看
護
婦
を
死
に
追
い
や
っ
た
こ
と
に
対
し
て
「
絶
対
的
な
罪
」
 
 

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
宮
島
公
夫
氏
も
三
忘
却
の
河
十
論
－
家
庭
問
題
 
 

（
5
）
 
 

を
視
座
と
し
て
－
」
の
中
で
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
 
 
 

自
分
の
行
為
が
結
果
と
し
て
一
人
の
人
間
と
胎
内
の
一
つ
の
生
命
を
 
 
 

殺
し
た
と
い
う
自
責
の
念
は
、
た
と
え
自
ら
が
手
を
下
し
た
殺
人
で
な
 
 
 

く
て
も
過
去
と
し
て
払
拭
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
 
 
 

死
ん
だ
看
護
婦
に
対
し
て
藤
代
が
負
う
べ
き
責
任
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
 
 
 

に
藤
代
は
そ
の
罪
を
負
う
こ
と
を
選
択
し
、
他
者
と
関
わ
る
罪
で
あ
る
 
 
 

が
故
に
転
向
の
時
と
は
異
な
り
自
ら
の
魂
の
死
を
選
択
す
る
の
で
あ
 
 
 

る
。
 
 
 

確
か
に
、
「
藤
代
」
は
看
護
婦
を
裏
切
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
自
 
 

殺
の
直
接
原
因
で
は
な
い
。
看
護
婦
は
「
藤
代
」
が
裏
切
っ
た
こ
と
す
ら
 
 

知
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
な
か
な
か
結
婚
の
返
事
が
 
 

こ
な
か
っ
た
こ
と
自
体
が
、
看
護
婦
を
苦
し
め
た
だ
ろ
う
こ
と
は
考
え
ら
 
 

れ
る
。
し
か
し
、
仮
に
結
婚
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
彼
女
は
死
 
 

ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
死
に
追
い
や
っ
た
」
と
は
言
い
 
 

切
れ
な
い
。
む
し
ろ
何
故
看
護
婦
ほ
妊
娠
し
た
こ
と
を
伝
え
て
こ
な
か
っ
 
 

た
の
か
、
と
い
う
憾
み
も
あ
る
。
裏
切
り
は
必
ず
し
も
彼
の
罪
と
は
言
え
 
 

な
い
の
で
あ
り
、
客
観
的
に
見
て
責
任
を
問
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

む
し
ろ
注
目
し
た
い
の
は
、
「
そ
の
同
じ
頃
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
「
縁
 
 

談
む
持
ち
掛
け
ら
れ
た
」
時
と
、
彼
女
が
帰
っ
た
時
と
が
ち
ょ
う
ど
同
じ
 
 

時
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
あ
た
か
も
「
藤
代
」
の
中
の
負
の
ベ
ク
 
 

ト
ル
が
、
彼
女
を
も
負
の
方
向
、
死
の
方
向
に
動
か
し
た
か
の
よ
う
な
の
 
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
結
婚
を
承
諾
し
た
こ
と
に
感
応
し
た
か
の
よ
う
に
彼
女
 
 

は
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。
「
藤
代
」
は
こ
の
知
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
 
 

は
ず
の
二
つ
の
感
応
に
、
彼
の
罪
を
見
出
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
客
 
 

観
的
に
は
罪
が
な
い
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
、
逆
に
単
に
彼
が
罪
を
犯
し
た
 
 

と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
の
存
在
そ
の
も
の
を
罪
と
し
て
認
識
さ
 
 

せ
て
行
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

た
だ
、
こ
れ
を
看
護
婦
の
側
か
ら
見
る
と
、
ま
さ
に
彼
女
の
予
想
し
て
 
 

い
た
通
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
彼
女
は
既
に
 
 

自
分
と
「
藤
代
」
と
を
身
分
違
い
と
し
て
捉
え
て
い
た
し
、
「
藤
代
」
の
 
 

養
子
と
し
て
の
弱
点
も
充
分
把
撞
し
て
い
た
。
解
っ
て
い
な
か
っ
た
の
は
 
 

「
藤
代
」
だ
け
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
彼
女
の
何
度
か
繰
り
返
し
た
青
葉
、
 
 

「
わ
た
し
あ
な
た
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
ら
き
っ
と
死
ぬ
わ
」
と
い
う
言
葉
 
 

通
り
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
看
護
婦
は
、
最
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
未
来
を
 
 

見
取
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
妊
娠
に
つ
い
て
も
知
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ら
せ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
結
果
的
に
で
あ
れ
、
 
 

彼
女
は
自
ら
の
発
し
た
青
葉
に
呪
縛
さ
れ
て
い
た
と
さ
え
見
る
こ
と
が
で
 
 

き
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
人
が
自
分
の
生
命
を
掛
け
て
話
し
た
こ
と
 
 

が
、
結
局
聞
く
方
に
は
単
な
る
比
喩
や
誇
張
と
し
て
か
捉
え
ら
れ
な
い
こ
 
 

と
も
あ
る
。
彼
女
は
あ
た
か
も
自
分
の
未
来
を
占
う
が
如
く
、
「
あ
な
た
 
 

が
行
っ
て
し
ま
っ
た
ら
き
っ
と
死
ぬ
わ
」
と
言
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
 
 

が
、
「
藤
代
」
に
は
そ
の
言
葉
の
も
つ
本
当
の
意
味
が
解
っ
て
い
な
か
っ
 
 

た
の
で
あ
る
。
解
っ
て
い
れ
ば
も
っ
と
早
く
看
護
婦
の
こ
と
を
両
親
に
話
 
 

し
て
い
た
だ
ろ
う
。
誰
か
に
と
っ
て
重
い
言
葉
が
相
手
に
は
そ
の
ま
ま
伝
 
 

わ
ら
ず
、
ま
た
、
逆
に
本
人
に
は
軽
い
言
葉
で
あ
っ
た
も
の
が
、
相
手
に
 
 

は
決
定
的
な
言
葉
と
な
る
。
こ
こ
に
は
言
葉
の
持
つ
怖
さ
が
暗
示
さ
れ
て
 
 

い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
看
護
婦
と
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出
、
そ
れ
は
作
品
中
に
幾
度
か
 
 

善
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
の
「
わ
た
し
あ
な
た
が
行
っ
て
 
 

し
ま
っ
た
ら
き
っ
と
死
ぬ
わ
。
」
と
い
う
一
言
に
収
束
さ
れ
て
い
っ
て
し
 
 

ま
う
。
こ
の
青
葉
に
よ
っ
て
楽
し
い
思
い
出
は
暗
い
過
去
へ
と
変
わ
っ
て
 
 

い
く
。
さ
ら
に
こ
れ
は
後
に
「
妊
娠
し
た
こ
と
を
恥
じ
て
淵
か
ら
身
を
投
 
 

げ
た
」
と
い
う
よ
り
暗
い
言
葉
、
罪
に
結
び
つ
く
青
葉
に
代
表
さ
れ
て
い
 
 

く
。
過
去
は
肉
体
を
と
も
な
っ
た
楽
し
い
思
い
出
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
 
 

す
べ
て
が
忌
ま
わ
し
い
青
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
言
う
 
 

ま
で
も
な
く
そ
れ
は
す
べ
て
「
藤
代
」
の
罪
の
意
識
の
反
映
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
「
わ
た
し
も
ま
た
死
ん
だ
」
と
は
ど
の
よ
 
 

う
な
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
単
に
愛
情
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
 
 

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
時
か
ら
「
藤
代
」
の
時
間
が
止
ま
っ
た
ま
ま
に
な
っ
 
 

（
6
）
 
 

て
い
る
、
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
高
橋
源
一
郎
氏
は
、
 
 

プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
有
名
な
あ
の
プ
チ
ッ
ト
ト
 
 

マ
ド
レ
ー
ヌ
を
食
べ
る
場
面
に
つ
い
て
（
こ
の
作
品
が
こ
の
¶
忘
却
の
河
』
 
 

の
過
去
の
描
き
方
の
原
型
と
も
言
え
る
）
、
次
の
よ
、
†
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

そ
の
瞬
間
ま
で
 
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
 
の
作
者
刊
話
者
は
な
に
 
 
 

も
か
も
忘
れ
て
い
た
。
物
理
的
時
間
だ
け
が
流
れ
る
虚
し
い
空
間
に
た
 
 
 

っ
た
一
人
で
、
震
え
な
が
ら
、
宙
ず
り
に
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
「
死
」
 
 
 

に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
こ
と
、
「
時
間
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
こ
と
の
中
 
 
 

身
だ
っ
た
。
 
 

け
れ
ど
も
、
作
者
＝
話
者
は
、
ほ
ん
の
僅
か
な
き
っ
か
け
、
紅
茶
に
 
 
 

浸
し
た
プ
チ
ッ
ト
・
マ
ド
レ
ー
ヌ
と
い
う
さ
さ
や
か
な
も
の
に
触
れ
た
 
 
 

瞬
間
、
時
間
が
流
れ
出
す
の
を
感
じ
る
。
た
っ
た
一
つ
の
小
さ
な
欠
か
 
 
 

ら
、
鋭
い
錐
に
似
た
朝
の
光
が
差
し
込
ん
で
く
る
よ
う
な
、
力
強
い
な
 
 
 

に
か
、
優
し
く
慰
撫
し
て
く
れ
る
な
に
か
が
作
者
＝
話
者
の
心
を
い
っ
 
 
 

ぱ
い
に
満
た
し
は
じ
め
る
。
 
 
 

そ
れ
が
「
時
間
」
が
流
れ
る
こ
と
、
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
た
「
死
」
 
 
 

か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
の
中
身
な
の
だ
。
 
 
 

時
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
死
ん
で
い
る
こ
と
な
の
だ
。
 
 

単
に
愛
情
の
喪
失
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
「
藤
代
」
が
過
去
を
忘
 
 

れ
よ
う
と
す
る
こ
と
、
過
去
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
 
 

ょ
っ
て
時
間
の
流
れ
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
「
死
」
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
 
 

る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

さ
ら
に
も
う
一
つ
別
の
見
方
を
付
け
加
え
る
な
ら
、
「
死
ん
で
い
る
」
 
 

と
い
う
の
は
、
自
己
を
見
失
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
の
や
は
な
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い
だ
ろ
う
か
。
過
去
を
否
定
し
忘
れ
よ
う
七
す
る
こ
と
に
よ
り
、
、
現
在
の
 
 

み
が
、
「
物
理
的
時
間
」
、
日
常
的
な
時
間
の
み
が
残
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
 
 

自
己
と
い
う
過
去
か
ら
現
在
に
繋
が
る
一
貫
し
た
存
在
を
失
わ
せ
る
こ
と
 
 

で
あ
る
。
「
藤
代
」
は
、
「
私
」
（
現
在
）
と
「
彼
」
（
過
去
）
と
に
分
離
し
 
 

て
い
た
。
そ
れ
は
自
己
と
い
う
存
在
を
あ
や
ふ
や
な
も
の
と
し
、
生
き
る
 
 

こ
と
の
意
味
を
喪
失
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。
「
藤
代
」
・
は
、
日
 
 

常
的
な
時
間
の
中
に
自
己
を
埋
没
さ
せ
、
自
ら
を
見
失
っ
て
い
た
の
で
は
 
 

な
い
か
。
唯
一
の
例
外
は
、
日
常
の
時
間
か
ら
切
り
推
さ
れ
て
い
た
、
．
彼
 
 

が
書
い
て
い
た
あ
の
部
屋
だ
け
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
彼
は
自
己
と
向
 
 

き
合
う
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

た
だ
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
は
、
過
去
の
記
憶
は
時
間
を
回
復
す
る
 
 

役
割
を
果
た
し
た
が
、
こ
の
作
品
で
は
必
ず
し
も
時
間
は
回
復
さ
れ
て
い
 
 

な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
ま
だ
、
こ
の
時
点
で
は
過
去
は
否
定
す
べ
き
も
 
 

の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
や
っ
て
過
去
を
見
出
す
の
か
、
現
在
 
 

を
取
り
戻
す
の
か
、
あ
る
い
は
自
己
を
見
つ
け
る
か
、
こ
れ
が
こ
の
作
品
 
 

の
主
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
主
に
第
七
草
の
方
で
善
か
れ
る
 
 

こ
と
に
な
る
。
 
 

Ⅳ
 
 

本
人
は
聞
い
て
い
な
い
と
思
っ
て
、
思
わ
ず
も
ら
し
た
言
葉
、
．
そ
れ
が
 
 

た
ま
た
ま
開
い
て
し
ま
っ
た
相
手
の
人
生
全
体
を
支
配
し
て
し
ま
う
。
こ
 
 

れ
は
「
藤
代
」
1
に
つ
い
て
こ
そ
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
 

或
る
夜
、
私
は
夜
中
に
日
を
覚
ま
し
、
隣
の
部
屋
か
ら
漏
れ
て
来
る
 
 
 

話
し
声
に
ふ
と
気
を
取
ら
れ
た
。
（
中
略
）
 
私
の
名
前
、
そ
れ
に
あ
の
 
 
 

時
も
、
と
い
う
何
や
ら
昔
の
詰
。
困
っ
た
ね
え
、
と
い
う
母
の
嘆
息
。
 
 
 

父
の
声
の
方
は
低
く
て
聴
き
取
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
不
意
に
、
や
や
 
 
 

甲
高
い
母
の
声
で
、
い
っ
そ
河
に
流
し
て
、
と
い
う
の
が
聞
こ
え
た
。
 
 
 

そ
の
河
と
い
う
一
言
で
私
は
ぞ
っ
と
す
る
程
怖
く
な
っ
た
。
 
 
 

最
初
に
も
触
れ
た
「
藤
代
」
の
過
去
で
あ
る
。
そ
の
河
と
い
う
の
が
「
え
 
 

な
が
流
れ
て
来
る
」
と
い
う
河
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
思
え
ば
生
き
 
 

て
い
る
こ
上
が
罪
で
あ
る
よ
う
な
感
じ
は
、
も
う
そ
の
頃
か
ら
、
私
の
心
 
 

の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
疾
い
て
い
た
の
だ
。
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
幼
児
の
頃
が
、
彼
の
過
去
の
最
も
昔
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
母
に
 
 

河
に
流
そ
う
か
と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
「
あ
の
時
も
」
と
、
も
し
か
す
る
と
 
 

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
時
に
も
、
同
じ
よ
う
に
母
に
殺
さ
れ
よ
う
と
し
た
か
 
 

も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
母
に
喜
ば
れ
ず
に
生
ま
れ
て
き
た
こ
と
、
そ
の
 
 

存
在
を
母
に
認
め
て
も
ら
え
ず
否
定
さ
れ
た
こ
と
。
こ
れ
が
「
藤
代
」
の
 
 

ト
ラ
ウ
マ
と
な
り
、
彼
の
「
生
き
る
こ
と
へ
の
誠
意
」
を
奪
っ
て
い
た
の
 
 

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
▼
し
か
も
、
そ
れ
を
母
に
対
す
る
 
 

恨
み
と
し
て
で
は
な
く
、
自
ら
の
罪
と
し
て
認
識
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
 
 

（
た
だ
し
、
「
思
え
ば
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
現
在
の
「
藤
代
」
 
 

の
意
識
の
投
影
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
罪
の
意
識
を
見
出
 
 

す
の
は
、
自
分
が
最
愛
の
看
護
婦
を
裏
切
っ
た
と
い
う
行
為
に
対
し
て
の
 
 

「
藤
代
」
．
自
身
の
と
ま
ど
い
、
後
悔
が
反
映
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
 
 

い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
）
 
ま
た
、
こ
の
母
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
 
 

こ
と
は
、
養
子
に
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ほ
っ
き
り
と
裏
付
け
さ
れ
 
 

る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
（
む
し
ろ
、
養
子
に
出
さ
れ
た
と
い
 
 

う
こ
と
が
、
聞
き
流
せ
た
は
ず
の
母
の
青
葉
を
「
藤
代
」
の
中
に
植
え
付
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け
る
働
き
を
し
た
上
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
）
果
た
し
て
母
親
は
ど
 
 

の
よ
う
な
意
味
を
そ
の
言
葉
に
込
め
て
い
た
か
は
解
ら
な
い
が
、
「
藤
代
」
 
 

の
人
生
は
こ
の
母
親
の
言
葉
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
人
生
だ
っ
た
の
 
 

で
あ
る
。
し
か
も
看
護
婦
が
お
腹
の
子
供
と
と
も
に
自
殺
し
た
こ
と
は
、
 
 

こ
の
母
の
青
葉
を
具
現
化
し
た
よ
う
な
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
 
 
 

ま
た
、
こ
の
青
葉
の
持
つ
力
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
こ
の
作
 
 

品
の
冒
頭
で
示
さ
れ
て
い
た
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
私
が
こ
れ
を
書
 
 

く
の
は
」
と
、
「
藤
代
」
が
廉
稿
用
紙
に
書
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
 
 

る
が
、
こ
の
こ
と
は
す
で
に
青
葉
こ
そ
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
で
意
味
を
 
 

持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
宣
言
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
青
葉
が
こ
の
作
 
 

品
を
、
物
語
世
界
を
支
配
し
、
呪
縛
し
て
 

書
く
の
は
、
彼
が
青
葉
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
く
る
、
無
意
識
の
 
 

行
為
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
藤
代
」
自
身
は
何
故
自
分
が
青
い
て
い
る
 
 

の
か
解
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 Ⅴ

 
 

次
に
「
藤
代
」
の
家
族
た
ち
に
と
っ
て
過
去
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
 
 

あ
っ
た
か
を
簡
単
に
見
て
い
き
た
い
。
 
 
 

「
藤
代
」
の
妻
に
つ
い
て
は
第
一
章
の
中
で
も
触
れ
ら
れ
、
第
四
章
「
夢
 
 

の
通
い
路
」
（
「
小
説
中
央
公
論
」
昭
和
三
十
人
年
十
二
月
）
は
、
そ
の
妻
 
 

を
中
心
と
し
た
章
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
妻
は
「
病
気
の
原
因
も
治
療
法
 
 

も
」
医
者
に
解
ら
な
い
病
気
で
、
十
年
も
寝
た
き
り
で
あ
あ
っ
た
。
そ
の
 
 

た
め
か
、
妻
は
「
藤
代
」
と
は
正
反
対
に
過
去
の
中
に
生
き
濃
け
る
よ
う
 
 

な
女
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
去
と
は
最
初
の
子
供
の
死
で
あ
る
。
第
一
章
に
 
 は

次
の
よ
う
に
善
か
れ
て
い
た
。
 
 
 

わ
た
し
は
も
う
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
、
あ
な
た
は
そ
う
し
て
蛇
の
生
 
 
 

殺
し
み
た
い
に
わ
た
し
を
見
て
い
て
さ
ぞ
満
足
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
あ
 
 
 

な
た
は
う
わ
べ
は
親
切
そ
う
で
、
善
人
ぶ
っ
て
、
い
つ
で
も
人
に
は
家
 
 
 

内
が
可
衷
そ
う
で
な
ど
と
青
い
な
が
ら
、
本
心
で
は
わ
た
し
が
早
く
死
 
 
 

ね
ば
い
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
は
心
の
冷
た
い
人
だ
。
 
 
 

涙
一
滴
こ
ぼ
さ
な
い
人
だ
。
あ
の
子
が
死
ん
だ
時
だ
っ
て
あ
な
た
は
涙
 
 

一
滴
こ
ぼ
さ
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
何
が
昔
な
ん
で
す
。
わ
た
し
は
今
だ
っ
 
 
 

て
あ
の
子
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
よ
。
わ
た
し
の
枕
の
そ
ば
で
眠
っ
 
 
 

て
い
た
あ
の
子
、
可
愛
い
子
、
こ
う
し
て
毎
日
寝
て
い
る
と
あ
の
子
の
 
 
 

こ
と
を
考
え
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。
可
哀
そ
う
な
わ
た
し
の
坊
 
 
 

や
。
 
 
 

「
藤
代
」
は
過
去
を
忘
れ
よ
う
と
し
、
そ
れ
は
「
取
り
返
す
こ
と
は
出
 
 

来
な
い
」
と
冷
静
に
そ
の
子
供
の
死
を
捉
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
妻
 
 

は
今
で
も
そ
の
子
の
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
る
。
一
つ
に
は
妻
は
寝
た
 
 

き
り
で
、
未
来
と
い
う
時
間
が
な
く
、
過
去
と
い
う
時
間
し
か
な
い
た
め
 
 

、
 
 

実
際
の
ぼ
く
と
い
う
人
間
は
、
戦
後
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
長
い
間
い
ま
 
 
 

し
た
か
ら
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
い
る
人
間
に
と
っ
て
、
な
ん
と
い
い
ま
 
 
 

す
か
、
「
意
識
」
と
い
う
も
の
は
－
一
般
的
に
「
過
去
」
の
意
識
と
、
 
 
 

そ
れ
か
ら
「
現
在
」
の
反
射
的
な
意
識
で
す
ね
、
そ
れ
か
ら
「
未
来
」
 
 
 

の
意
識
－
想
像
・
空
隠
で
す
ね
、
そ
の
三
つ
か
ら
成
る
も
の
で
す
け
れ
 
 
 

ど
、
そ
の
う
ち
過
去
の
意
識
と
い
う
も
の
が
、
つ
ま
り
「
記
憶
」
と
い
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う
も
の
が
、
も
の
す
ご
く
比
重
が
大
き
い
わ
け
で
す
ね
。
現
在
の
意
識
 
 
 

と
い
う
も
の
は
す
こ
ぶ
る
貧
困
で
す
か
 

い
み
た
い
な
…
…
反
射
的
な
も
の
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
 
 

で
、
患
者
は
な
る
べ
く
、
「
未
来
」
の
意
識
を
も
と
う
と
す
る
け
れ
 
 
 

ど
、
未
来
の
意
識
を
も
っ
て
い
る
う
ち
に
す
ぐ
、
過
去
へ
も
ど
る
わ
け
 
 
 

で
す
ね
。
そ
の
も
ど
り
方
と
い
う
の
は
、
あ
あ
い
う
、
絶
対
安
静
で
寝
 
 
 

て
い
る
と
、
も
う
極
端
に
支
配
的
な
わ
け
で
す
。
（
中
略
）
で
す
か
ら
、
 
 
 

そ
う
い
う
こ
と
よ
り
も
、
未
来
の
意
識
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
、
つ
ま
り
、
 
 
 

楽
天
的
に
も
の
を
考
え
て
過
去
へ
も
ど
ら
な
い
こ
と
が
、
は
る
か
に
大
 
 
 

事
な
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
ぼ
く
は
も
う
、
徹
底
的
に
、
 
 
 

自
分
を
楽
天
主
義
者
に
す
る
べ
く
精
神
を
訓
練
し
た
わ
け
で
す
。
 
 
 

福
永
は
、
自
分
の
入
院
中
は
過
去
に
意
識
が
行
き
や
す
い
た
め
に
、
未
 
 

来
に
意
識
を
向
か
わ
せ
る
べ
く
楽
天
的
に
な
ろ
う
と
訓
練
し
た
と
い
う
。
 
 

こ
の
福
永
の
青
葉
に
対
し
て
、
菅
野
は
「
小
説
の
人
物
と
は
ま
る
で
逆
で
 
 

す
ね
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
菅
野
の
言
葉
通
り
こ
の
寝
た
き
り
の
妻
は
、
 
 

楽
天
的
と
は
ほ
ど
遠
く
過
去
を
の
み
見
て
い
る
。
無
論
す
べ
て
の
患
者
が
 
 

福
永
の
よ
う
に
楽
天
的
に
な
ろ
う
と
訓
練
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
中
 
 

に
は
こ
の
妻
の
よ
う
に
過
去
の
意
識
だ
け
の
患
者
が
い
た
か
も
し
れ
な
 
 

い
。
少
な
く
と
も
単
純
に
病
気
で
あ
る
か
ら
、
寝
た
き
り
で
治
る
見
込
み
 
 

が
な
い
か
ら
、
過
去
ば
か
り
見
て
い
る
の
だ
と
は
言
え
な
い
。
 
 
 

で
は
、
第
四
季
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
。
 
 

妻
は
「
わ
た
し
に
と
っ
て
時
間
と
い
う
も
の
は
も
う
な
い
の
だ
し
、
こ
の
 
 

影
の
な
か
に
い
る
よ
う
な
気
持
ち
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
た
ち
が
あ
の
世
 
 

で
感
じ
て
い
る
気
持
ち
に
ど
れ
ほ
ど
も
違
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
」
と
 
 あ

た
か
も
死
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
「
藤
代
」
と
似
て
い
 
 

る
と
言
え
な
く
は
な
い
。
そ
し
て
、
彼
女
が
最
初
の
子
供
の
死
に
こ
だ
わ
 
 

る
の
は
、
彼
女
も
ま
た
過
去
に
得
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
 

そ
の
過
去
と
は
、
自
分
の
弟
「
清
ち
ゃ
ん
」
の
幼
く
し
て
の
死
で
あ
る
。
 
 
 

清
ち
ゃ
ん
の
い
な
く
な
っ
た
こ
と
は
、
わ
た
し
の
気
持
ち
の
う
え
に
 
 
 

何
が
し
か
の
傷
を
つ
け
て
い
た
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
わ
た
し
が
結
婚
 
 
 

し
た
あ
と
あ
ん
な
に
も
男
の
子
を
ほ
し
が
り
、
そ
し
て
生
ま
れ
た
子
が
 
 
 

坊
や
だ
と
知
っ
て
あ
ん
な
に
も
あ
ん
な
に
も
よ
ろ
こ
ん
だ
の
は
、
そ
の
 
 
 

時
の
傷
が
ま
だ
癒
さ
れ
ず
に
残
っ
て
い
た
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
 
 
 

か
。
そ
れ
が
坊
や
の
死
と
と
も
に
、
今
度
は
も
う
取
り
か
え
し
の
つ
か
 
 
 

な
い
傷
と
な
っ
て
わ
た
し
の
心
を
む
し
ば
み
、
一
切
を
影
の
な
か
に
つ
 
 
 

つ
み
こ
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
 
 
 

こ
の
妻
に
お
い
て
は
幼
か
っ
た
弟
の
死
が
、
現
在
を
呪
縛
す
る
過
去
と
 
 

し
て
あ
っ
た
。
こ
の
二
人
の
結
婚
は
既
に
見
た
よ
う
に
、
「
藤
代
」
に
お
 
 

い
て
は
う
ま
く
行
く
筈
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
こ
の
最
初
の
子
供
の
 
 

死
に
よ
っ
て
二
人
の
仲
は
決
定
的
に
冷
め
切
っ
て
し
ま
う
。
 
 
 

け
れ
ど
も
、
妻
が
過
去
に
の
み
閉
じ
こ
も
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
暗
い
 
 

過
去
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
つ
の
明
る
い
過
去
が
そ
の
理
由
 
 

と
し
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
呉
」
と
い
う
学
徒
出
陣
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
 
 

大
学
生
と
の
恋
愛
で
あ
る
。
 
 
 

具
さ
ん
、
あ
な
た
は
今
も
遠
い
世
界
か
ら
わ
た
し
が
こ
う
し
て
あ
な
 
 
 

た
の
こ
と
を
思
い
つ
づ
け
、
寝
た
き
り
の
病
人
と
自
分
の
残
さ
れ
た
日
 
 
 

々
を
か
ぞ
え
な
が
ら
一
日
ま
た
一
日
と
朽
ち
は
て
て
行
く
の
を
眺
め
て
 
 
 

い
ら
っ
し
や
る
の
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
 
わ
た
し
は
昔
の
日
の
こ
と
を
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思
い
、
夢
の
な
か
で
あ
な
た
に
、
昔
の
若
い
あ
な
た
と
と
も
に
、
し
ば
 
 
 

ら
く
の
時
を
と
も
に
す
ご
す
ば
か
り
。
（
中
略
）
 
し
か
し
わ
た
し
は
ま
 
 
 

だ
生
き
て
い
て
、
あ
な
た
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
バ
生
き
て
い
る
 
 
 

か
ら
思
い
出
す
の
か
、
思
い
出
す
か
ら
生
き
て
い
る
の
か
。
わ
す
ら
れ
 
 
 

て
は
う
ち
な
げ
か
る
る
ゆ
ふ
べ
か
な
わ
れ
の
み
知
り
て
過
ぐ
る
月
日
 
 
 

を
。
 
 
 

思
い
出
す
こ
と
が
生
き
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
妻
の
意
識
が
過
去
に
向
 
 

か
う
の
は
「
藤
代
」
が
考
え
て
い
た
も
の
と
は
違
っ
て
い
る
。
「
藤
代
」
 
 

に
と
っ
て
過
去
は
忘
れ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
厭
な
も
の
ば
か
り
で
あ
っ
た
 
 

が
、
妻
に
は
唯
一
明
る
い
過
去
、
思
い
出
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
 
 

妻
を
過
去
に
向
か
わ
せ
て
い
た
。
 
 

わ
た
し
が
呉
さ
ん
を
愛
し
た
の
は
、
そ
の
頃
の
わ
た
し
の
む
な
し
い
 
 
 

気
持
ち
と
式
子
内
親
王
の
御
歌
に
よ
っ
て
掻
き
た
て
ら
れ
た
わ
た
し
の
 
 
 

な
か
の
あ
こ
が
れ
と
が
、
ひ
た
す
ら
に
愛
を
も
と
め
て
い
た
結
果
な
の
 
 
 

だ
ろ
、
つ
。
 
 
 

そ
し
て
、
彼
女
は
「
呉
」
か
ら
「
お
く
さ
ん
、
僕
は
あ
な
た
が
好
き
だ
。
」
 
 

と
告
白
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
結
局
「
呉
」
に
は
「
赤
耗
」
 
 

が
き
て
、
「
マ
リ
ア
ナ
方
面
」
で
戦
死
し
て
し
ま
う
。
ほ
ん
の
夏
か
ら
次
 
 

の
年
の
春
の
初
め
ま
で
の
短
い
恋
で
あ
っ
た
。
労
れ
ど
も
既
に
述
べ
た
よ
 
 

う
に
、
こ
の
恋
が
寝
た
き
り
の
病
人
で
あ
る
妻
の
唯
一
の
支
え
と
な
っ
て
 
 

い
美
。
そ
れ
は
最
後
の
第
七
草
に
善
か
れ
て
い
る
、
妻
の
死
ぬ
数
日
前
に
 
 

交
わ
し
た
青
葉
に
現
れ
て
い
る
。
 
 

わ
た
し
は
自
分
の
ふ
る
さ
と
が
海
に
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
と
 
 
 

妻
は
自
分
に
語
り
掛
け
る
よ
う
に
呟
い
て
い
た
。
ど
う
し
て
だ
か
分
ら
 
 
 な

い
け
れ
ど
、
ふ
る
さ
と
と
い
う
と
、
何
だ
か
遠
い
海
を
思
い
浮
か
べ
 
 
 

て
。
青
く
て
、
深
く
て
、
涯
が
な
く
て
。
 
 
 

こ
の
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
「
海
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
呉
」
 
 

の
眠
っ
て
い
る
は
ず
の
「
マ
リ
ア
ナ
」
の
海
の
こ
と
で
あ
る
。
妻
は
死
の
 
 

間
際
ま
で
「
呉
」
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
妻
は
過
去
ば
か
り
に
生
き
て
い
た
と
言
え
る
が
、
そ
の
過
去
は
「
藤
 
 

代
」
と
同
じ
よ
う
に
現
在
を
縛
る
、
最
初
の
子
供
の
死
、
さ
ら
に
「
清
ち
ゃ
 
 

ん
」
の
死
と
い
う
暗
い
も
の
と
、
「
呉
」
と
の
恋
と
い
う
明
る
い
も
の
と
 
 

の
両
面
が
あ
っ
た
。
妻
は
む
し
ろ
思
い
世
の
中
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

そ
こ
で
は
時
間
が
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
在
に
お
い
て
は
死
ん
で
 
 

い
る
の
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
時
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
 
 

る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

次
に
二
人
の
娘
で
あ
る
が
、
姉
の
「
美
佐
子
」
に
し
て
も
、
妹
の
「
香
 
 

代
子
」
に
し
て
も
、
と
も
に
自
分
は
両
親
（
あ
る
い
は
父
親
の
）
 
の
子
供
 
 

で
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
あ
た
か
も
父
で
あ
る
「
藤
代
」
の
養
子
で
あ
 
 

る
と
い
う
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
子
供
に
遺
伝
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

ま
ず
「
美
佐
子
」
に
つ
い
て
、
第
二
章
の
「
煤
煙
」
（
「
文
学
界
」
昭
和
 
 

三
十
人
年
八
月
）
を
中
心
に
見
て
い
こ
う
。
「
美
佐
子
」
は
戦
争
か
ら
帰
っ
 
 

て
き
た
父
に
あ
っ
た
と
き
の
印
象
が
彼
女
を
両
親
の
子
供
で
は
な
い
と
思
 
 

わ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
。
彼
女
も
ま
た
過
去
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
。
 
 

お
父
さ
ん
、
ほ
ん
と
う
の
お
父
さ
ん
、
と
彼
女
は
そ
の
時
叫
び
、
泣
 
 
 

き
出
し
た
き
り
ど
う
し
て
も
泣
き
や
ま
な
か
っ
た
。
そ
れ
ま
で
、
父
親
 
 
 

は
た
だ
の
写
真
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
無
音
の
ま
ま
微
笑
し
て
い
る
一
枚
 
 
 

の
写
真
と
い
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
泣
き
や
ん
だ
時
に
、
父
親
 
 

－47－   



は
、
こ
れ
が
香
代
子
か
、
可
愛
い
子
だ
、
い
い
子
だ
、
と
言
っ
て
妹
を
 
 
 

抱
き
上
げ
て
あ
や
し
て
い
た
。
何
か
し
ら
裏
切
ら
れ
た
よ
う
な
感
じ
、
 
 
 

そ
れ
が
彼
女
の
中
に
尾
を
引
い
て
残
っ
た
。
母
親
は
眼
を
輝
か
し
て
い
 
 
 

た
。
妹
は
き
や
つ
き
や
つ
と
笑
っ
て
い
た
。
そ
し
て
彼
女
だ
け
が
尚
も
 
 
 

脹
に
涙
を
い
っ
ぱ
い
溜
め
て
、
こ
の
人
た
ち
を
眺
め
て
い
た
の
だ
。
 
 
 

こ
の
時
の
他
の
家
族
に
対
す
る
疎
外
感
が
、
彼
女
を
実
の
子
供
で
は
な
 
 

い
と
思
わ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
彼
女
を
疑
わ
せ
る
 
 

も
の
に
「
子
守
唄
」
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
「
騙
煽
こ
つ
こ
 
え
ん
し
ょ
う
こ
」
 
 

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
赤
い
ま
ん
ま
に
 
魚
か
け
て
」
と
 
 

い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
母
親
は
そ
の
両
方
に
つ
い
て
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
 
 

れ
が
さ
ら
に
彼
女
の
疑
い
を
深
く
す
る
。
 
 
 

そ
こ
で
「
美
佐
子
」
は
こ
の
「
子
守
唄
」
の
秘
密
を
明
ら
か
に
す
べ
く
 
 

か
つ
て
の
ね
え
や
の
「
初
ち
ゃ
ん
」
を
訪
ね
て
い
く
。
そ
し
て
「
初
ち
や
ん
」
 
 

は
「
蛎
癌
こ
つ
こ
」
の
唄
に
つ
い
て
「
お
嬢
さ
ん
に
よ
く
歌
っ
て
あ
げ
た
 
 

も
の
だ
」
と
言
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
子
守
唄
は
母
で
は
な
く
こ
の
ね
え
や
 
 

か
ら
聴
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
・
た
こ
と
が
解
る
。
「
美
佐
子
」
は
密
か
に
 
 

こ
の
ね
え
や
が
実
の
母
親
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
の
ね
 
 

え
や
も
「
赤
い
ま
ん
ま
」
の
方
の
子
守
唄
は
知
ら
な
か
っ
た
。
他
に
誰
か
 
 

こ
の
唄
を
彼
女
に
聴
か
せ
た
者
が
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
本
当
の
親
 
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
彼
女
は
考
え
る
が
、
実
は
そ
れ
は
彼
女
の
父
親
つ
 
 

ま
り
「
藤
代
」
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
第
七
草
の
最
後
に
明
ら
か
に
さ
 
 

れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
美
佐
子
」
も
ま
た
過
去
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
の
で
 
 

あ
り
、
特
に
そ
れ
が
「
子
守
唄
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
 
 

し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
呪
縛
を
解
く
に
は
ね
え
や
を
訪
ね
 
 る

と
い
う
よ
う
な
行
動
が
必
要
な
こ
と
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
誘
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
既
に
高
山
鉄
男
氏
が
「
永
遠
に
不
在
な
の
も
の
」
 
 

の
中
で
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
 
 

し
か
し
場
所
こ
そ
異
な
っ
て
も
、
二
人
は
同
じ
目
的
を
も
っ
て
い
た
 
 
 

は
ず
だ
。
お
そ
ら
く
は
根
元
的
な
る
も
の
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
 
 

彼
ら
父
娘
は
と
も
に
生
へ
の
復
活
を
祈
願
し
た
の
で
あ
る
。
過
去
の
呪
 
 
 

縛
か
ら
逃
れ
、
新
し
い
生
に
む
か
っ
て
歩
も
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
「
美
佐
子
」
の
旅
行
と
、
第
七
草
で
「
藤
代
」
が
ふ
る
さ
と
を
探
 
 

す
旅
行
は
、
高
山
氏
の
指
摘
す
る
と
お
り
、
同
じ
様
な
目
的
を
持
つ
も
の
 
 

で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
行
動
す
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
に
注
目
し
て
 
 

お
き
た
い
。
な
お
、
「
藤
代
」
の
旅
行
に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
論
じ
る
 
 

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

「
香
代
子
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
三
章
「
舞
台
」
（
「
婦
人
之
友
」
昭
 
 

和
三
十
人
年
九
月
）
 
で
母
が
「
呉
さ
ん
」
と
請
書
で
し
き
り
に
呼
ん
で
い
 
 

る
の
を
聴
い
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
さ
ら
に
、
「
あ
た
し
も
好
き
よ
、
 
 

呉
さ
ん
」
と
言
う
の
も
聴
い
て
し
ま
い
、
「
こ
の
呉
さ
ん
と
い
う
人
は
、
 
 

マ
マ
の
恋
人
だ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
」
と
思
う
。
や
は
り
母
の
言
葉
は
 
 

子
供
に
と
っ
て
呪
縛
と
な
る
。
そ
の
上
で
「
戦
没
者
学
生
の
手
紙
を
集
め
 
 

た
一
冊
の
本
」
か
ら
「
呉
仲
之
」
の
名
前
を
見
つ
け
る
。
そ
こ
に
は
「
万
 
 

一
の
時
に
ほ
、
藤
代
の
奥
さ
ん
に
も
宜
し
く
伝
え
て
下
さ
い
。
」
と
い
う
 
 

文
面
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
「
香
代
子
」
は
「
ひ
ょ
つ
と
し
て
、
 
 

あ
な
た
が
、
あ
た
し
の
本
当
の
パ
パ
で
な
い
と
し
て
も
、
で
も
あ
た
し
は
、
 
 

あ
な
た
を
愛
し
た
藤
代
ゆ
き
の
娘
で
す
。
」
と
思
う
ま
で
に
な
る
。
 
 
 

第
七
草
に
な
っ
て
、
「
香
代
子
」
は
こ
の
こ
と
を
父
に
話
す
こ
と
に
な
る
。
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ま
ず
、
「
あ
た
し
は
マ
マ
の
子
よ
、
パ
パ
の
子
じ
ゃ
な
い
わ
。
」
と
言
っ
た
後
、
 
 

さ
ら
に
父
親
に
問
い
つ
め
ら
れ
て
、
「
あ
た
し
は
パ
パ
の
子
じ
ゃ
な
く
て
、
 
 

マ
マ
と
具
さ
ん
と
い
う
人
の
子
か
も
し
れ
な
い
の
よ
。
」
と
言
い
、
母
親
 
 

と
「
呉
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
父
に
話
し
て
し
ま
う
。
 
 

そ
れ
で
、
証
拠
は
、
と
私
は
開
い
た
。
ど
ん
な
証
拠
が
あ
る
ん
だ
ね
。
 
 
 

証
拠
な
ん
か
な
い
の
、
で
も
あ
た
し
の
生
ま
れ
た
時
か
ら
逆
に
考
え
て
 
 
 

み
た
ら
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
し
ょ
．
う
、
と
香
代
子
は
言
っ
た
9
そ
れ
 
 
 

に
マ
マ
は
ず
っ
と
そ
の
人
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
い
た
よ
う
よ
。
き
っ
 
 
 

と
好
き
だ
っ
た
の
よ
、
そ
の
人
が
。
そ
れ
で
お
前
は
．
、
た
だ
そ
れ
だ
け
 
 
 

の
こ
と
で
、
私
が
お
前
の
パ
パ
じ
ゃ
な
・
い
と
思
っ
た
の
か
い
。
そ
う
よ
、
 
 
 

だ
っ
て
パ
パ
は
あ
た
し
の
こ
と
に
い
つ
も
冷
淡
じ
ゃ
な
い
の
。
お
姉
さ
 
 
 

ん
の
半
分
も
あ
た
し
の
こ
と
を
好
き
じ
や
な
い
よ
う
な
ん
だ
も
の
。
 
 
 

結
局
「
藤
代
」
の
「
そ
の
お
で
こ
の
と
こ
ろ
と
か
、
顎
の
し
ゃ
く
れ
て
 
 

い
る
と
こ
ろ
な
ん
か
、
私
に
そ
っ
く
り
じ
や
な
い
か
。
」
と
い
う
青
葉
に
「
香
 
 

代
子
」
は
納
得
し
て
、
父
親
と
の
関
係
が
修
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
青
 
 

葉
か
ら
膨
ら
ん
だ
イ
メ
ー
ジ
が
、
．
具
体
的
な
顔
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
払
 
 

拭
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
根
底
に
あ
っ
た
の
は
父
親
が
「
冷
淡
」
 
 

で
あ
っ
た
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
。
 
 
 

「
美
佐
子
」
は
「
香
代
子
」
た
ち
に
疎
外
感
を
感
じ
、
「
香
代
子
」
は
 
 

逆
に
姉
に
嫉
妬
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
も
結
局
、
父
親
に
対
す
る
 
 

疎
外
感
が
、
自
分
た
ち
は
「
貰
い
子
」
で
あ
る
と
い
う
物
語
を
作
り
上
げ
 
 

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
謂
ば
そ
の
よ
う
に
し
て
父
と
の
関
係
を
彼
 
 

女
た
ち
な
り
に
納
得
し
ょ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
言
う
 
 

ま
で
も
な
く
一
方
で
父
親
を
求
め
よ
う
と
す
る
意
識
が
、
父
親
に
よ
っ
て
 
 は

ぐ
ら
か
さ
れ
た
た
め
に
起
こ
る
こ
と
で
、
父
親
を
単
に
嫌
っ
て
い
る
と
 
 

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
き
た
、
こ
こ
で
過
去
は
物
語
と
し
て
作
り
上
げ
ら
 
 

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
過
去
と
は
そ
も
そ
も
物
語
、
過
去
物
語
な
の
か
も
 
 

し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

Ⅵ
 
 

次
に
」
第
七
草
に
は
い
る
前
に
、
「
藤
代
」
の
現
在
に
つ
い
て
見
て
お
 
 

こ
、
つ
。
 
 
 

「
藤
代
」
は
最
訂
の
過
去
に
出
会
う
前
の
日
、
台
風
の
大
雨
の
中
で
会
 
 

社
帰
り
に
、
び
し
ょ
濡
れ
の
若
い
女
性
に
出
会
う
。
彼
女
は
苦
し
そ
、
†
に
 
 

し
て
い
た
。
 
 

そ
う
い
う
時
彼
は
い
つ
も
逃
げ
た
の
だ
。
何
が
彼
を
逃
げ
さ
せ
た
の
 
 
 

か
。
本
能
的
な
恐
怖
な
の
か
、
打
算
的
な
利
己
主
義
な
の
か
、
意
志
の
 
 
 

な
い
行
為
な
の
か
。
彼
は
見
る
見
る
う
ち
に
顔
色
を
蒼
く
し
、
息
苦
し
 
 
 

く
呼
吸
し
、
い
な
呼
吸
す
る
こ
と
さ
え
不
可
能
に
な
り
、
眼
の
前
に
あ
 
 
 

る
深
淵
を
両
手
を
ふ
る
っ
て
押
し
や
り
、
わ
け
の
分
か
ら
ぬ
こ
と
を
心
 
 

の
中
で
呟
き
譲
ら
、
そ
し
て
、
逃
げ
た
の
だ
。
そ
こ
に
ど
ん
な
む
ケ
 
 
と
も
ら
し
い
理
由
が
あ
ろ
う
と
も
、
彼
が
逃
げ
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
 
 
 

い
。
ま
る
で
あ
と
で
そ
の
た
め
に
苦
し
み
、
後
悔
し
地
団
駄
を
踏
み
、
 
 

自
分
を
卑
怯
者
だ
と
嘲
る
こ
と
が
一
種
の
快
感
で
も
あ
る
か
の
よ
う
 
 
 

。
 
 
 

こ
れ
ま
で
の
「
藤
代
」
の
過
去
を
見
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
何
も
の
か
 
 

ら
か
逃
げ
て
き
た
過
去
で
あ
る
。
思
想
運
動
か
ら
療
養
所
に
逃
げ
、
看
護
 
 

婦
か
ら
も
逃
げ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
家
庭
か
ら
も
逃
げ
て
い
る
。
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し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
思
い
が
「
藤
代
」
を
し
て
、
こ
の
女
性
を
助
け
 
 

よ
う
と
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
彼
女
の
ア
パ
ー
ト
ま
で
送
っ
て
行
き
、
 
 

結
局
は
病
院
に
入
院
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
親
切
の
本
当
の
 
 

理
由
は
、
「
女
の
顔
が
や
は
り
昔
の
彼
女
に
い
く
ら
か
似
て
」
い
た
か
ら
 
 

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
鈍
痛
の
よ
う
な
も
の
再
び
私
の
胸
を
塞
い
だ
。
」
 
 

か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
女
性
は
東
北
出
身
で
あ
り
、
身
ご
も
っ
 
 

て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
も
看
護
婦
に
似
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、
 
 

こ
の
女
性
は
流
産
し
て
し
ま
う
の
だ
が
。
 
 
 

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
藤
代
」
が
逃
げ
ず
に
行
動
し
た
こ
と
に
 
 

あ
る
。
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
こ
の
点
に
「
藤
代
」
が
過
去
の
呪
縛
か
ら
 
 

逃
れ
る
途
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
「
藤
代
」
の
生
 
 

き
方
は
、
ま
さ
に
受
動
的
な
生
き
方
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
看
護
婦
 
 

と
の
関
係
お
い
て
も
、
積
極
的
に
小
屋
を
借
り
た
り
し
た
の
は
看
護
婦
で
 
 

あ
っ
た
。
結
婚
も
ま
た
親
の
言
い
な
り
で
あ
っ
た
。
戦
争
も
ま
た
彼
個
人
 
 

の
問
題
で
は
な
い
が
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
「
藤
代
」
が
何
ら
か
の
形
 
 

で
変
わ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
受
動
の
く
び
き
を
離
れ
て
、
能
動
に
 
 

向
か
う
と
き
で
あ
ろ
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
こ
の
女
性
と
か
つ
て
の
看
護
婦
と
は
状
況
が
似
て
い
た
が
、
こ
 
 

の
女
性
は
自
ら
好
き
に
な
っ
た
俳
優
を
追
っ
か
け
て
東
京
ま
で
出
て
き
て
 
 

い
る
。
か
つ
て
看
護
婦
が
東
京
行
き
の
列
車
の
出
る
ホ
ー
ム
の
反
対
側
か
 
 

ら
故
郷
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
の
と
は
正
反
対
に
。
そ
こ
に
は
戦
前
と
戦
後
 
 

と
い
う
時
代
の
遠
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

ま
た
、
「
藤
代
」
は
こ
の
女
性
の
部
屋
を
「
ア
ト
・
ホ
ー
ム
」
の
様
に
 
 

く
つ
ろ
げ
る
場
所
だ
と
感
じ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
後
に
こ
の
女
の
去
っ
 
 た

部
屋
を
借
り
て
、
こ
の
よ
う
な
文
を
こ
の
部
屋
で
書
く
こ
と
に
な
る
の
 
 

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
女
性
に
そ
れ
ま
で
人
か
ら
言
わ
れ
な
か
っ
た
よ
 
 

う
な
こ
と
を
言
わ
れ
る
。
 
 
 

わ
た
し
は
本
当
を
言
う
と
、
笑
っ
ち
ゃ
厭
よ
、
小
父
さ
ん
が
可
哀
そ
 
 
 

う
な
の
よ
。
小
父
さ
ん
は
き
っ
と
何
か
苦
し
い
こ
と
や
厭
な
こ
と
が
あ
 
 
 

っ
て
、
そ
れ
を
我
慢
し
て
、
自
分
の
や
さ
し
さ
を
無
理
に
殺
し
て
い
る
 
 
 

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
だ
わ
。
 
 
 

こ
の
女
性
の
青
葉
は
ま
さ
に
「
藤
代
」
の
本
質
を
つ
い
て
い
た
。
「
藤
代
」
 
 

は
彼
女
に
は
、
自
然
な
自
分
を
曝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
前
述
の
 
 

よ
う
に
、
こ
こ
が
日
常
か
ら
は
ず
れ
た
場
所
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
 
 
 

こ
の
「
可
衷
そ
う
」
と
い
う
言
葉
は
、
以
前
戦
友
か
ら
も
言
わ
れ
た
こ
 
 

と
が
あ
っ
た
。
 
 

可
哀
そ
う
に
、
そ
う
戦
友
が
呟
い
た
。
 
 

そ
の
一
言
が
彼
の
意
識
を
ふ
と
現
実
に
戻
し
た
。
可
京
そ
う
に
、
と
、
 
 
 

そ
れ
は
娘
を
指
し
て
言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
彼
を
指
し
て
 
 
 

言
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
眼
が
暗
闇
に
馴
れ
る
と
、
彼
は
戦
友
の
落
ち
 
 
 

窪
ん
だ
眼
に
涙
が
浮
か
ん
で
い
る
の
を
認
め
た
。
そ
れ
は
外
界
の
光
明
 
 
 

を
か
す
か
に
反
射
し
て
き
ら
り
と
光
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
彼
の
眼
は
乾
 
 
 

い
て
い
た
。
彼
の
流
す
べ
き
涙
の
泉
は
既
に
滴
れ
て
、
こ
の
昔
話
が
一
 
 
 

雫
の
涙
を
彼
に
起
ら
せ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
驚
い
た
よ
 
 
 

う
に
、
こ
の
友
達
の
眼
に
浮
か
ん
だ
尊
い
雫
を
見
詰
め
て
い
た
の
だ
。
 
 
 

か
つ
て
の
看
護
婦
と
の
こ
と
を
戦
友
に
話
し
た
時
、
戦
友
に
「
可
哀
そ
 
 

う
に
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
れ
は
看
護
婦
だ
け
で
は
な
く
、
「
藤
代
」
自
身
 
 

に
も
言
え
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
戦
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友
が
涙
を
流
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
「
可
哀
そ
う
」
が
、
こ
の
作
品
に
 
 

一
つ
の
カ
タ
ル
シ
ス
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
 
 

は
な
い
か
。
ま
だ
、
「
藤
代
」
は
涙
を
流
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
。
 
 

Ⅶ
 
 

第
七
草
に
お
い
て
、
「
藤
代
」
の
妻
は
既
に
死
ん
で
い
る
。
け
れ
ど
も
、
 
 

そ
の
死
の
間
際
に
「
藤
代
」
と
「
ふ
る
さ
と
」
の
話
を
す
る
。
そ
の
こ
と
 
 

が
「
藤
代
」
に
「
ふ
る
さ
と
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
。
 
 

そ
し
て
妻
の
こ
と
を
思
い
出
す
た
び
に
、
私
は
ふ
る
さ
と
と
い
う
こ
 
 
 

と
を
考
え
た
。
（
中
略
）
 
ふ
る
さ
と
と
は
自
分
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
 
 
 

を
の
み
言
う
の
で
は
あ
る
ま
い
。
人
は
い
つ
も
、
ど
こ
か
に
、
彼
に
の
 
 
 

み
固
有
の
ふ
る
さ
と
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
、
そ
の
彼
方
に
憧
れ
る
心
を
 
 
 

持
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
 
 
 

こ
こ
で
「
藤
代
」
は
自
分
の
生
ま
れ
故
郷
を
ふ
る
さ
と
と
は
し
て
い
な
 
 

い
。
そ
れ
は
養
子
に
出
さ
れ
た
彼
に
は
、
そ
の
よ
う
な
ふ
る
さ
と
が
な
い
 
 

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
も
う
一
度
、
あ
の
看
護
婦
の
故
郷
「
佐
比
」
 
 

を
訪
ね
る
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ふ
る
さ
と
」
を
訪
ね
よ
う
と
 
 

す
る
こ
と
は
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
「
美
佐
子
」
が
子
守
唄
へ
の
疑
問
 
 

を
解
く
べ
く
ね
え
や
を
訪
ね
る
こ
と
と
重
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
藤
代
」
は
ま
ず
そ
こ
で
、
船
か
ら
彼
女
が
飛
び
込
ん
だ
断
崖
を
見
た
。
 
 

そ
れ
は
ま
さ
に
そ
こ
だ
っ
た
。
三
十
年
前
に
、
ひ
そ
か
に
私
の
子
を
 
 
 

身
龍
も
っ
た
の
を
恥
じ
て
、
彼
女
が
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
の
は
。
（
中
 
 
 

略
）
あ
の
頂
に
あ
っ
て
、
今
こ
の
世
か
ら
別
れ
て
行
く
と
決
心
し
た
時
 
 
 

に
、
彼
女
の
意
識
の
な
か
に
ど
の
よ
う
な
面
影
が
浮
か
ん
だ
ろ
う
か
。
 
 
 あ

の
や
さ
し
い
娘
は
最
後
に
何
と
叫
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
そ
れ
を
 
 
 

知
ら
な
い
。
私
は
そ
れ
を
永
遠
に
知
る
こ
と
は
な
い
。
（
中
略
）
 
し
か
 
 
 

し
彼
女
は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女
の
愛
を
証
明
し
た
。
 
 
 

看
護
婦
の
「
あ
な
た
が
行
っ
た
ら
わ
た
し
は
死
ぬ
わ
」
と
い
う
言
葉
、
 
 

そ
れ
は
彼
女
の
愛
の
証
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
「
藤
代
」
は
彼
女
を
 
 

裏
切
り
、
か
・
つ
て
三
十
年
前
に
こ
の
断
崖
を
訪
れ
た
時
も
「
身
を
す
さ
っ
 
 

て
逃
れ
去
っ
た
」
の
で
あ
る
。
彼
は
彼
女
と
の
愛
の
た
め
に
こ
こ
で
死
ぬ
 
 

こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
逃
げ
て
い
た
の
で
 
 

あ
る
。
か
つ
て
「
藤
代
」
が
こ
こ
を
訪
れ
た
時
」
彼
女
の
母
親
か
ら
「
娘
 
 

は
身
籠
っ
た
の
を
恥
じ
て
淵
か
ら
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
」
と
聞
か
さ
れ
た
。
 
 

こ
れ
ま
で
彼
女
の
死
は
こ
の
青
葉
に
よ
っ
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
 
 

た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
青
葉
に
「
藤
代
」
は
縛
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

前
述
の
よ
う
に
こ
の
青
葉
の
前
に
、
楽
し
か
っ
た
過
去
は
つ
ら
い
過
去
へ
 
 

と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
娘
は
本
当
は
何
を
考
え
て
い
た
の
だ
 
 

ろ
う
か
。
娘
の
最
後
の
言
葉
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
「
藤
代
」
は
初
め
て
 
 

そ
の
娘
の
自
殺
そ
の
も
の
と
面
と
向
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
 
 

る
の
で
あ
る
。
母
親
の
青
葉
を
抜
き
に
し
て
、
具
体
的
な
行
為
と
し
て
の
 
 

自
殺
を
初
め
て
受
け
止
め
た
の
で
は
な
い
か
。
過
去
は
今
、
，
現
在
と
し
て
 
 

「
藤
代
」
の
前
に
あ
る
。
 
 
 

そ
の
後
に
、
「
賽
の
河
原
」
を
訪
れ
る
。
「
そ
こ
は
三
十
年
前
と
何
一
つ
 
 

変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
、
過
去
が
過
去
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
 
 

よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
「
藤
代
」
は
そ
こ
の
近
く
の
「
無
縁
基
地
」
 
 

に
ひ
か
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
 
 

そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
こ
に
、
私
が
三
十
年
前
に
は
見
な
か
っ
た
も
の
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を
、
そ
し
て
私
が
今
、
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
、
見
た
の
で
あ
 
 
 

る
。
そ
れ
は
海
沿
い
に
あ
る
ひ
と
・
囲
い
の
無
線
墓
地
だ
っ
た
。
 
 

そ
れ
は
裏
山
の
中
腹
に
あ
っ
た
部
落
の
墓
地
に
較
べ
て
も
、
あ
ま
り
 
 
 

に
見
す
ぼ
ら
し
い
石
の
群
落
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
（
中
略
）
名
も
知
ら
 
 
 

れ
ず
に
死
ん
だ
人
、
恥
辱
の
中
に
死
ん
だ
人
を
埋
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
 
 
 

う
。
そ
し
て
私
の
恋
人
が
眠
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
、
ま
さ
に
こ
の
無
縁
 
 
 

墓
地
の
ほ
か
に
は
な
か
っ
た
。
 
 

（
中
略
）
 
 

私
は
雨
に
滞
れ
な
が
ら
そ
こ
に
立
っ
て
い
た
。
賽
の
河
原
と
し
て
知
 
 
 

ら
れ
る
前
は
、
あ
の
洞
窟
も
ま
た
、
こ
う
し
た
無
縁
墓
地
で
は
な
か
っ
 
 
 

た
だ
ろ
う
か
と
私
は
考
え
た
。
貧
し
い
村
の
母
親
た
ち
が
、
こ
つ
そ
り
 
 
 

と
間
引
き
し
た
み
ど
り
児
を
埋
め
に
行
っ
た
場
所
が
そ
こ
で
は
な
か
っ
 
 
 

た
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
 
こ
こ
の
河
原
は
人
間
的
な
罪
の
感
じ
に
暗
く
 
 
 

染
め
ら
れ
て
い
た
。
生
ま
れ
た
子
に
死
ん
で
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
と
う
 
 
 

て
い
他
の
子
ど
も
た
ち
を
育
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
ほ
ど
、
不
毛
の
土
 
 
 

地
に
生
を
享
け
た
母
親
た
ち
の
、
悲
し
い
罪
の
し
る
し
を
そ
れ
は
持
っ
 
 
 

て
い
た
。
自
分
も
ま
た
救
わ
れ
な
い
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、
母
親
た
 
 
 

ち
は
そ
の
罪
を
お
か
し
た
。
 
 
 

こ
の
「
無
縁
墓
地
」
で
．
「
藤
代
」
は
看
護
婦
の
死
を
実
体
と
し
て
認
識
 
 

し
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
か
つ
て
彼
が
こ
こ
を
訪
れ
た
と
き
看
護
 
 

婦
は
既
に
自
殺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
藤
代
」
は
看
護
婦
の
遺
体
を
見
 
 

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
そ
の
死
は
あ
く
ま
で
も
 
 

「
身
籠
っ
た
の
を
恥
じ
て
淵
か
ら
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
」
と
い
う
母
親
の
 
 

言
葉
で
し
か
な
か
っ
た
。
先
の
断
崖
に
続
き
、
今
死
そ
の
も
の
を
と
ら
え
 
 

た
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
「
藤
代
」
自
身
「
間
引
き
そ
こ
な
い
の
子
L
と
思
っ
 
 

て
き
た
。
今
初
め
て
被
害
者
と
し
て
め
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
親
と
し
て
 
 

の
視
点
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
無
論
、
そ
れ
は
娘
二
 
 

人
と
の
関
係
が
回
復
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
の
反
映
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
 
 

し
て
、
そ
こ
で
母
親
の
こ
と
を
思
う
。
 
 

私
は
雨
に
滞
れ
な
が
ら
、
そ
の
時
初
め
て
私
の
母
親
の
こ
と
を
想
っ
 
 
 

た
。
雪
深
い
東
北
の
村
、
え
な
の
流
れ
来
る
河
、
暗
い
顔
を
し
て
泣
い
 
 
 

て
い
た
で
あ
ろ
う
母
親
、
私
は
こ
う
い
う
遠
い
記
憶
を
喚
び
覚
ま
し
た
。
 
 
 

そ
し
て
母
親
と
な
る
前
に
、
私
へ
の
愛
を
抱
い
て
お
腹
の
子
と
共
に
死
 
 
 

ん
だ
彼
女
の
こ
と
を
想
っ
た
。
そ
れ
は
罪
深
い
行
為
だ
っ
た
と
人
は
言
 
 
 

う
だ
ろ
う
。
し
か
し
誰
が
、
彼
女
を
責
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
誰
が
、
 
 
 

私
の
母
親
を
責
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
か
。
私
た
ち
は
み
な
生
き
る
こ
 
 
 

と
に
よ
っ
て
、
穣
れ
た
魂
と
罪
の
意
識
と
を
持
ち
な
が
ら
、
し
か
も
生
 
 
 

き
続
け
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
こ
そ
賽
の
河
原
と
 
 
 

い
う
も
の
が
あ
り
、
旅
人
は
死
ん
だ
み
ど
り
児
の
代
り
に
、
一
つ
一
つ
 
 
 

小
石
を
横
み
重
ね
て
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
の
証
と
す
る
の
で
は
な
 
 
 

い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

い
さ
さ
か
引
用
が
続
い
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
引
用
を
読
め
ば
既
 
 

に
「
藤
代
」
が
過
去
の
呪
縛
か
ら
ど
の
よ
う
に
解
放
さ
れ
て
い
く
の
か
と
 
 

い
う
こ
と
が
解
る
だ
ろ
う
。
特
に
こ
こ
で
初
め
て
意
識
的
に
過
去
の
■
「
記
 
 

憶
を
喚
び
覚
ま
し
た
」
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
あ
ん
な
に
ま
で
 
 

意
志
的
に
忘
れ
よ
う
、
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
た
過
去
の
記
憶
を
今
逆
に
意
 
 

識
的
に
思
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
否
定
さ
れ
る
べ
き
過
去
か
ら
、
・
む
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し
ろ
肯
定
す
べ
き
過
去
へ
と
変
容
し
て
行
く
。
さ
ら
に
、
自
ら
の
「
生
き
 
 

る
こ
と
へ
の
誠
意
」
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
「
母
親
」
に
対
し
て
、
初
め
て
 
 

赦
す
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
私
た
ち
は
み
な
」
と
あ
る
よ
う
に
、
 
 

こ
の
よ
う
な
過
去
が
「
藤
代
」
個
人
に
の
み
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
 
 

認
識
に
も
よ
る
。
そ
こ
に
は
戦
前
の
日
本
と
い
う
時
代
背
景
、
さ
ら
に
戦
 
 

争
と
い
う
悲
劇
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
 
 

こ
こ
に
■
「
暗
い
顔
を
し
て
泣
い
て
い
た
だ
ろ
う
」
と
、
母
親
が
具
体
的
な
 
 

イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
い
っ
そ
河
に
流
し
 
 

て
」
と
い
う
青
葉
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
通
し
て
見
ら
れ
た
母
親
で
は
な
く
、
 
 

具
体
的
な
子
供
を
捨
て
る
と
い
う
行
為
を
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
 
 

い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
母
親
の
心
情
に
ま
で
思
い
が
至
る
 
 

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
母
親
を
赦
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
 
 

で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
藤
代
」
は
「
い
っ
そ
河
に
流
し
て
」
 
 

と
ヤ
っ
青
葉
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
後
「
藤
代
」
は
漁
船
 

た
。
 
 

私
は
幾
度
か
、
船
が
今
に
も
沈
む
の
で
は
な
い
か
と
慣
れ
、
し
か
し
 
 
 

今
こ
の
海
で
死
ん
で
あ
の
無
縁
基
地
に
葬
ら
れ
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
も
 
 
 

ま
た
私
の
一
生
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
彼
女
の
死
ん
 
 
 

だ
魂
が
し
き
り
に
私
を
呼
ん
で
い
る
声
が
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
し
 
 
 

た
。
そ
の
下
ぶ
く
れ
の
寂
し
げ
な
顔
が
眼
に
浮
か
ん
だ
。
彼
女
は
育
っ
 
 
 

て
い
た
。
わ
た
し
は
嬉
し
い
わ
．
、
あ
な
た
が
ま
だ
わ
た
し
の
こ
と
を
忘
 
 
 

れ
な
い
で
い
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
。
み
ん
な
不
幸
な
の
ね
。
み
ん
な
 
 
 

可
哀
 
想
な
の
ね
。
で
も
あ
な
た
は
わ
た
し
の
こ
と
を
決
し
て
忘
れ
な
 
 
 い

わ
ね
。
 
 
 

僕
は
決
し
て
忘
れ
な
い
よ
。
と
彼
は
言
っ
た
。
 
 
 

僕
は
決
し
て
忘
れ
な
い
よ
。
と
私
は
言
っ
た
。
 
 
 

す
で
に
母
を
赦
し
た
「
藤
代
」
は
こ
こ
で
看
護
婦
か
ら
ゆ
る
し
を
え
る
。
 
 

彼
の
罪
は
彼
女
以
外
か
ら
は
赦
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
 
 

す
で
に
彼
女
は
死
ん
で
お
り
そ
れ
は
赦
さ
れ
る
あ
て
の
な
い
罪
、
文
字
通
 
 

り
赦
さ
れ
ざ
る
罪
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
今
彼
女
は
「
わ
た
し
は
婦
し
 
 

い
わ
、
あ
な
た
が
ま
だ
わ
た
し
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
て
く
れ
る
」
と
、
 
 

「
藤
代
」
を
赦
し
た
の
で
あ
る
。
無
論
そ
れ
は
彼
の
幻
聴
で
あ
る
か
も
し
 
 

れ
な
い
が
、
ち
ょ
う
ど
彼
に
と
っ
て
の
過
去
が
、
も
し
か
す
る
と
幻
で
あ
っ
 
 

て
も
現
在
の
彼
を
縛
っ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
彼
女
の
言
葉
は
彼
を
過
去
 
 

の
呪
縛
か
ら
解
放
す
る
。
生
き
て
い
る
か
ら
こ
そ
忘
れ
な
い
。
忘
れ
な
い
 
 

か
ら
こ
そ
忘
れ
た
い
。
過
去
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
過
去
を
忘
れ
 
 

な
い
で
い
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
あ
え
て
言
え
 
 

ば
、
彼
女
の
死
の
間
際
の
言
葉
は
、
「
忘
れ
な
い
わ
ね
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
 
 

た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
∵
「
こ
の
海
で
死
ん
で
」
と
思
う
こ
と
は
、
．
看
 
 

護
婦
の
死
に
よ
る
愛
の
証
明
に
対
す
る
、
三
十
年
前
に
出
来
な
か
っ
た
答
 
 

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
初
め
て
「
彼
」
 

と
「
私
」
が
同
じ
存
在
と
な
る
。
過
去
と
現
在
と
が
繋
が
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
こ
こ
で
「
忘
れ
な
い
」
と
彼
女
に
言
う
こ
と
は
、
実
は
、
最
初
 
 

の
過
去
の
場
面
で
彼
が
思
っ
て
い
た
「
お
前
は
忘
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
 
 

う
、
過
去
か
ら
の
間
に
対
す
る
答
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
既
に
そ
こ
 
 

で
過
去
の
人
た
ち
は
「
私
た
ち
は
お
前
を
見
て
い
る
よ
」
と
言
っ
て
い
た
 
 

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
藤
代
」
が
自
ら
を
責
め
る
よ
う
な
青
葉
と
し
て
理
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解
⊥
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
今
「
藤
代
」
は
ま
さ
に
看
護
婦
が
自
分
を
見
 
 

て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
り
、
過
去
の
人
た
ち
、
母
親
や
戦
友
 
 

も
ま
た
彼
を
見
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
た
の
で
は
な
い
の
か
。
「
藤
代
」
 
 

は
過
去
を
回
復
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
現
在
を
回
復
し
た
こ
と
で
 
 

も
あ
る
。
 
 
 

こ
の
後
「
藤
代
」
は
肺
炎
に
な
り
か
け
、
旅
館
で
「
美
佐
子
」
の
看
病
 
 

を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
「
美
佐
子
」
が
「
赤
い
ま
ん
ま
」
の
子
 
 

守
唄
を
歌
っ
て
い
る
の
を
聴
き
、
そ
れ
が
実
は
自
分
が
「
美
佐
子
」
の
小
 
 

さ
い
と
き
に
歌
っ
て
や
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
ま
た
、
そ
の
 
 

唄
に
よ
っ
て
、
「
藤
代
」
は
、
 
 

そ
れ
を
ロ
に
し
て
い
る
問
に
、
私
は
あ
の
河
の
ほ
と
り
の
道
を
、
手
 
 

拭
い
を
か
ぶ
っ
た
母
の
背
中
に
負
わ
れ
て
あ
や
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
 
 

い
幼
い
自
分
と
い
う
も
の
を
思
い
出
し
て
い
た
。
 
 
 

の
で
あ
り
、
そ
の
唄
は
「
私
を
文
字
通
り
私
の
ふ
る
さ
と
へ
と
運
ん
で
 
 

い
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
「
え
な
の
流
れ
る
河
」
と
い
う
言
葉
で
は
な
く
 
 

具
体
的
な
想
い
出
と
し
て
の
河
を
思
い
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
 
 

ょ
っ
て
彼
の
過
去
の
根
底
に
あ
り
な
が
ら
、
喪
失
さ
れ
て
い
た
ふ
る
さ
と
 
 

が
最
後
に
回
復
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
発
見
さ
れ
た
と
言
 
 

う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
 
 Ⅶ

 
 

第
一
章
で
は
「
藤
代
」
は
過
去
を
意
志
的
に
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
 
 

け
れ
ど
も
、
過
去
は
そ
の
意
志
に
関
わ
ら
ず
彼
の
前
に
現
れ
る
。
過
去
は
 
 

流
れ
ず
に
彼
の
中
で
澱
ん
で
い
く
。
 
 

し
か
し
私
に
と
っ
て
、
忘
却
の
河
と
は
こ
の
堀
割
の
よ
う
に
流
れ
な
 
 
 

い
も
の
、
澱
ん
だ
も
の
、
腐
っ
て
行
く
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
が
ら
く
た
を
 
 
 

浮
か
べ
て
・
い
る
も
の
の
方
が
、
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
 
 
 

こ
の
水
は
、
水
そ
の
も
の
が
死
ん
で
い
る
の
だ
。
そ
し
て
忘
却
と
は
そ
 
 
 

れ
自
体
少
し
ず
つ
死
ん
で
行
く
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
 
 
 

過
去
の
が
ら
く
た
を
そ
の
上
に
浮
か
べ
、
や
が
て
そ
れ
ら
が
風
に
吹
か
 
 
 

れ
雨
に
打
た
れ
、
そ
れ
ら
自
身
の
重
味
に
耐
え
か
ね
て
沈
ん
で
行
く
こ
 
 
 

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 

無
論
、
日
常
的
な
時
間
は
流
れ
て
い
く
。
け
れ
ど
も
過
去
は
そ
の
日
常
 
 

的
時
間
に
押
し
流
さ
れ
て
は
行
か
な
い
。
そ
し
て
、
「
藤
代
」
は
こ
の
水
 
 

の
よ
う
に
死
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
最
愛
の
女
性
を
死
な
せ
、
 
 

愛
情
を
な
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
ご
J
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
 
 

時
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
た
め
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
日
常
的
な
 
 

時
間
の
中
に
自
己
を
喪
失
し
て
い
る
と
も
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
藤
 
 

代
」
は
過
去
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
過
去
と
現
在
と
の
間
に
時
間
 
 

が
流
れ
ず
に
、
自
己
を
見
失
い
、
空
虚
な
日
常
、
現
在
を
生
き
て
い
た
の
 
 

で
あ
っ
た
。
 
 
 

で
は
そ
の
過
去
と
は
、
ど
め
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
「
藤
代
」
 
 

に
お
い
て
、
過
去
は
具
体
的
な
行
動
を
と
も
な
っ
た
も
の
と
し
て
よ
り
、
 
 

あ
る
言
葉
、
罪
に
結
び
つ
く
よ
う
な
言
葉
に
代
表
さ
れ
る
も
で
あ
っ
た
。
 
 

母
親
は
そ
の
具
体
的
な
顔
な
ど
よ
り
も
、
「
い
つ
そ
河
に
流
し
て
」
と
い
 
 

う
言
葉
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
。
看
護
婦
と
の
楽
し
か
っ
た
思
い
出
も
、
「
身
 
 

籠
も
っ
た
の
を
恥
じ
て
淵
か
ら
身
を
投
げ
て
死
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
や
、
 
 

「
あ
な
た
が
行
っ
た
ら
わ
た
し
死
ぬ
わ
」
と
い
う
言
葉
と
し
て
残
る
の
で
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あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
現
在
の
「
藤
代
」
を
呪
縛
し
、
彼
を
し
て
既
に
「
死
 
 

ん
で
い
る
」
と
自
ら
を
認
識
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
家
族
関
 
 

係
を
壊
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
青
葉
の
呪
縛
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
 
 

う
。
そ
し
て
、
妻
や
二
人
の
娘
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
去
に
縛
ら
れ
て
 
 

い
た
。
そ
れ
も
「
子
守
唄
」
や
「
母
の
請
言
」
と
い
う
言
葉
に
ま
つ
わ
る
 
 

も
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
言
葉
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
行
動
（
能
動
的
 
 

行
為
）
 
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
台
風
の
夜
に
一
人
の
女
性
を
 
 

助
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
美
佐
子
」
の
旅
行
を
踏
ま
え
て
、
 
 

第
七
草
に
お
け
る
ふ
る
さ
と
を
探
す
旅
行
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
 
 

る
。
そ
の
ふ
る
さ
と
と
呼
ぶ
べ
き
場
所
は
、
自
ら
の
生
ま
れ
た
場
所
で
は
 
 

な
く
あ
の
看
護
婦
の
生
ま
れ
、
そ
し
て
死
ん
だ
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
は
 
 

三
十
年
前
に
彼
が
訪
ね
て
き
た
時
と
ま
る
で
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ま
 
 

さ
に
過
去
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
間
は
 
 

流
れ
て
行
き
逆
行
す
る
こ
と
は
な
い
、
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
時
間
の
 
 

流
れ
か
ら
逸
脱
し
た
よ
う
な
場
所
が
あ
る
。
「
費
の
河
原
」
と
は
、
ず
っ
 
 

と
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
場
所
で
あ
り
、
時
間
の
大
い
な
る
澱
み
な
の
で
は
 
 

な
辛
か
。
「
藤
代
」
は
そ
の
よ
う
な
場
所
で
、
そ
れ
ま
で
忘
れ
よ
う
と
し
 
 

て
い
た
過
去
そ
の
も
の
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
 
 

所
で
彼
は
青
葉
で
は
な
く
、
具
体
的
な
母
親
に
出
会
い
、
母
を
ゆ
る
し
、
 
 

具
体
的
な
看
護
婦
の
死
の
場
面
に
出
会
い
、
看
護
婦
に
ゆ
る
さ
れ
る
。
そ
 
 

れ
に
よ
っ
て
「
藤
代
」
は
過
去
を
回
復
し
、
ふ
る
さ
と
を
も
回
復
と
い
う
 
 

よ
り
、
発
見
す
る
。
「
藤
代
」
の
中
で
、
過
去
か
ら
現
在
へ
と
時
間
加
流
 
 

れ
始
め
た
と
言
っ
て
も
良
い
。
 
 

（
1
0
）
 
 
 

さ
ら
に
、
看
護
婦
に
「
忘
れ
な
い
よ
」
と
言
う
こ
と
は
、
過
去
を
現
在
 
 

に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
森
荘
蔵
氏
は
「
記
憶
に
つ
い
て
」
の
 
 

中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

し
か
し
、
で
は
死
ん
で
久
し
い
亡
友
を
思
い
出
す
と
き
も
そ
の
人
を
 
 
 

じ
か
に
思
い
出
し
て
い
る
の
か
、
と
問
わ
れ
よ
う
。
私
は
そ
の
通
り
で
 
 
 

あ
る
と
思
う
。
生
前
の
友
人
の
そ
の
あ
り
し
日
の
ま
ま
を
じ
か
に
思
い
 
 
 

出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
友
人
は
今
は
生
き
て
は
存
在
し
て
い
な
 
 
 

い
。
し
か
し
生
前
の
友
人
は
今
な
お
じ
か
に
私
の
思
い
出
に
あ
ら
わ
れ
 
 
 

る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
 
そ
の
と
き
、
彼
の
影
の
よ
う
な
「
写
し
」
と
 
 
 

か
「
痕
跡
」
と
か
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
前
の
彼
が
そ
の
ま
 
 
 

ま
じ
か
に
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
彼
の
思
い
出
」
が
か
ろ
う
じ
て
 
 
 

今
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
思
い
出
」
の
中
に
今
彼
自
身
が
居
 
 
 

る
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
過
去
は
過
ぎ
去
り
は
し
な
い
の
で
あ
 
 
 

る
。
 
 
 

我
々
が
思
い
乱
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
過
去
の
「
痕
跡
」
を
思
い
浮
 
 

か
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
思
い
出
さ
れ
て
い
る
対
象
は
今
「
居
る
」
と
 
 

い
う
の
で
あ
る
。
思
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
は
現
在
と
な
る
。
忘
 
 

れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
の
人
た
ち
は
生
き
続
け
る
の
で
あ
る
。
こ
 
 

の
作
品
の
構
成
が
、
過
去
と
現
在
の
時
間
が
交
錯
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
 
 

る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
現
在
の
中
に
過
去
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
 
 

こ
と
を
表
象
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

「
藤
代
」
に
お
け
る
過
去
の
呪
縛
と
は
、
彼
の
罪
の
意
識
に
よ
る
青
葉
 
 

の
呪
縛
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
呪
縛
を
も
た
ら
す
根
底
は
、
 
 

現
在
へ
と
流
れ
る
時
間
そ
の
も
の
を
否
定
し
な
い
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
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な
か
っ
た
か
。
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
過
去
を
過
去
と
認
定
す
る
の
 
 

は
、
過
去
か
ら
現
在
へ
と
流
れ
る
時
間
の
流
れ
そ
の
も
の
を
容
認
し
て
い
 
 

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
忘
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
忘
れ
て
い
な
い
こ
 
 

と
の
証
の
よ
う
に
、
過
去
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
過
去
を
成
立
さ
せ
て
い
 
 

る
時
間
を
肯
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
バ
そ
し
て
、
時
間
の
流
れ
が
不
可
 
 

逆
で
あ
る
な
ら
、
過
去
は
取
り
消
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
時
間
 
 

の
流
れ
を
認
め
た
と
き
過
去
は
過
去
と
し
て
成
立
す
る
、
そ
れ
が
「
藤
代
」
 
 

を
呪
縛
す
る
こ
と
に
な
る
。
過
去
か
ら
現
在
へ
の
時
間
の
流
れ
そ
の
も
の
 
 

を
超
え
ら
れ
な
い
限
り
、
過
去
か
ら
は
本
質
的
に
は
自
由
に
な
れ
な
い
の
 
 

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
「
寮
の
河
原
」
の
よ
う
に
時
間
か
ら
逸
脱
し
た
 
 

場
所
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
に
お
い
て
言
葉
で
は
な
く
具
体
的
な
 
 

過
去
そ
の
も
の
に
出
会
い
、
言
葉
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
さ
ら
に
こ
 
 

の
過
去
そ
の
も
の
と
出
会
う
こ
と
と
は
、
時
間
と
い
う
く
び
き
を
超
え
た
 
 

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
か
ら
現
在
へ
と
流
れ
る
絶
対
的
と
も
言
え
る
 
 

時
間
、
人
間
に
と
っ
て
生
か
ら
死
へ
と
流
れ
る
時
間
、
そ
の
時
問
の
流
れ
 
 

を
超
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
 
 

そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
過
去
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
ふ
の
に
必
要
だ
っ
た
 
 

の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
の
中
に
過
去
が
織
り
込
ま
れ
る
の
 
 

で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
日
常
的
な
時
間
を
超
え
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
 
 

る
。
「
藤
代
」
は
日
常
的
な
時
間
に
埋
没
し
て
い
た
自
己
を
、
発
見
で
き
 
 

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
引
用
し
た
高
橋
氏
が
言
う
三
時
間
』
 
 

が
流
れ
る
」
と
い
う
の
は
、
日
常
的
な
時
間
の
中
で
見
失
っ
て
い
た
自
己
 
 

を
、
再
び
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
藤
代
」
が
発
 
 

見
し
た
何
か
と
は
、
過
去
で
あ
り
、
ふ
る
さ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
そ
れ
は
 
 

結
果
と
し
て
、
彼
自
身
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 

最
後
に
、
途
中
で
触
れ
た
「
可
哀
そ
う
」
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
 
 

看
護
婦
が
「
藤
代
」
に
「
み
ん
な
可
哀
想
な
の
ね
」
と
呼
び
か
け
る
。
こ
 
 

の
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
、
「
藤
代
」
を
養
子
に
出
し
た
母
親
、
自
殺
し
 
 

た
看
護
婦
、
戦
場
で
死
ん
だ
戦
友
、
そ
の
妻
、
．
「
藤
代
」
の
妻
、
死
ん
で
 
 

し
ま
っ
た
子
供
た
ち
、
そ
し
て
「
藤
代
」
自
身
、
ま
さ
に
み
ん
な
「
可
哀
想
」
 
 

と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
過
去
は
み
な
「
可
哀
想
」
な
の
で
あ
る
。
 
 

け
れ
ど
も
過
去
の
呪
縛
か
ら
「
藤
代
」
を
解
き
放
つ
も
の
 
（
呪
文
）
、
そ
 
 

れ
が
こ
の
「
可
哀
想
」
な
の
で
は
な
い
か
。
「
可
哀
想
」
と
は
唯
一
過
去
 
 

を
認
め
る
可
能
性
を
秘
め
た
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
言
 
 

葉
に
よ
っ
て
の
み
、
「
藤
代
」
は
罪
を
赦
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
 
 

「
藤
代
」
∴
が
自
ら
も
「
可
哀
想
」
と
認
め
た
時
、
「
藤
代
」
に
初
め
て
カ
 
 

タ
ル
シ
ス
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
藤
代
」
は
戦
友
の
よ
 
 

う
に
涙
を
流
し
て
い
な
い
。
あ
の
ず
ぶ
濡
れ
の
雨
が
そ
の
代
わ
り
だ
と
す
 
 

る
の
は
、
あ
ま
り
に
抒
情
的
な
読
み
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
既
に
「
戦
 
 

友
」
に
つ
い
で
「
天
を
向
い
た
二
つ
の
眼
球
に
、
雨
が
落
ち
、
雨
が
た
ま
り
、
 
 

落
ち
窪
ん
だ
眼
裔
は
涙
を
た
た
え
、
そ
の
涙
は
天
の
蒼
さ
を
映
し
て
い
 
 

た
。
」
と
い
う
印
象
深
い
描
写
が
あ
っ
た
。
あ
 

は
勝
手
な
読
み
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
カ
タ
ル
シ
ス
は
 
 

こ
の
作
品
の
読
者
に
も
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
雨
を
涙
と
見
る
の
 
 

は
我
々
 
（
読
者
）
 
の
特
権
な
の
で
あ
る
。
「
藤
代
」
が
救
わ
れ
る
時
、
読
 
 

者
も
ま
た
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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注
 
 

（
1
）
ヴ
ラ
ジ
ミ
ー
ル
・
ジ
ャ
ン
ケ
ル
ヴ
イ
ッ
チ
『
還
ら
ぬ
時
と
郷
愁
』
 
 

（
仲
澤
紀
雄
訳
・
国
文
社
刊
）
 
 

（
2
）
朝
日
新
開
・
昭
和
三
十
九
年
七
月
大
目
付
 
 

（
3
）
難
波
信
雄
氏
は
「
日
本
近
代
史
に
お
け
る
『
東
北
』
の
成
立
」
（
『
歴
 
 
 

史
の
中
の
東
北
』
暮
⊥
東
北
学
院
大
学
史
学
科
編
・
河
出
書
房
新
社
刊
－
 
 
 

所
収
）
 
の
中
で
、
「
東
北
」
▲
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
 
 
 

て
い
る
。
 
 
 

要
約
し
て
い
え
ば
、
「
東
北
」
は
維
新
政
府
が
い
う
皇
化
の
遅
れ
た
 
 
 

後
進
地
と
す
る
観
念
を
背
負
っ
て
誕
生
し
た
。
そ
れ
は
、
「
蝦
夷
」
の
 
 
 

伝
統
的
イ
メ
ー
ジ
と
開
化
・
殖
産
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
す
る
二
重
の
構
 
 
 

造
を
も
っ
て
い
た
。
自
由
民
権
期
に
は
東
北
の
内
部
か
ら
、
そ
の
地
域
 
 

的
な
独
自
性
を
踏
ま
え
て
自
主
と
自
立
を
主
張
し
、
西
南
日
本
と
比
肩
 
 
 

し
よ
う
と
す
る
内
か
ら
の
「
東
北
」
が
対
抗
的
に
生
み
だ
さ
れ
て
い
く
。
 
 
 

し
か
し
、
大
日
本
帝
国
の
政
策
転
換
と
日
本
資
本
主
義
の
成
長
に
つ
れ
、
 
 
 

そ
れ
は
阻
害
さ
れ
、
つ
い
に
は
東
北
の
後
進
性
を
自
認
す
る
観
念
へ
と
 
 
 

変
化
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
、
岩
本
由
輝
氏
は
「
東
北
開
発
を
考
え
る
－
内
か
ら
の
開
発
・
外
 
 

か
ら
の
開
発
－
」
（
同
書
・
・
所
収
）
の
中
で
、
昭
和
恐
慌
の
影
響
が
東
北
 
 

地
方
に
お
い
て
特
に
き
び
し
く
、
「
売
る
べ
き
土
地
を
も
た
な
い
小
作
人
 
 

な
ど
の
零
細
農
の
な
か
に
は
娘
の
身
売
り
に
陥
る
も
の
が
続
出
し
た
」
と
 
 

述
べ
て
い
る
。
 
 

（
4
）
倉
西
聡
「
福
永
武
彦
ヨ
心
却
の
河
L
論
」
（
「
文
芸
と
批
評
」
昭
和
 
 
 

五
十
九
年
十
二
月
）
 
 

（
5
）
宮
島
公
夫
「
『
忘
却
の
河
』
論
－
家
庭
間
題
を
視
座
と
し
て
－
」
．
（
「
イ
 
 
 

ミ
タ
チ
オ
」
昭
和
六
十
一
年
四
月
）
 
 

（
6
）
高
橋
源
一
郎
「
時
と
文
学
・
見
出
さ
れ
た
時
」
七
時
の
本
』
－
光
 
 
 

琳
社
刊
－
所
収
）
。
 
 

（
7
）
福
永
武
彦
・
菅
野
昭
正
対
談
「
小
説
の
発
想
と
定
着
」
（
「
国
文
学
」
 
 
 

昭
和
四
十
七
年
十
一
月
）
 
 

（
且
高
山
鉄
男
「
永
遠
に
不
在
な
る
も
の
」
（
「
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
 
 
 

十
二
年
七
月
）
 
 

（
9
）
大
森
荘
蔵
氏
は
『
時
間
と
自
我
』
（
青
土
社
刊
）
 
の
中
で
、
「
経
験
 
 
 

が
制
作
さ
れ
る
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

経
験
が
制
作
さ
れ
る
、
と
い
う
の
は
い
か
に
も
奇
妙
に
響
く
ゼ
ろ
う
。
 
 
 

確
か
に
、
知
覚
や
行
動
の
経
験
が
制
作
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ナ
 
 
 

ン
セ
ン
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
、
過
去
形
の
経
験
は
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
 
 
 

な
け
れ
ば
全
く
の
「
無
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
無
は
忘
却
の
空
自
と
し
 
 
 

て
誰
に
も
親
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
空
自
か
ら
想
い
出
そ
う
と
さ
ま
 
 
 

ざ
ま
な
言
葉
を
探
し
、
選
び
、
試
み
る
。
あ
あ
で
は
な
か
っ
た
、
こ
う
 
 
 

で
も
な
か
っ
た
、
と
何
度
か
し
く
じ
つ
た
後
で
遂
に
一
つ
の
文
章
や
物
 
 
 

語
が
想
い
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
過
去
形
の
言
葉
が
作
り
上
げ
ら
れ
る
 
 
 

こ
と
、
そ
れ
が
過
去
形
の
経
験
が
制
作
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
「
過
 
 
 

去
を
想
い
出
す
」
と
い
わ
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

過
去
の
経
験
と
は
、
過
去
の
出
来
事
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
無
意
識
の
 
 

裡
で
あ
ろ
う
と
、
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
と
言
う
の
で
 
 

あ
る
。
と
す
る
と
、
最
初
か
ら
青
葉
で
あ
っ
た
も
の
は
行
動
を
言
語
化
し
 
 

た
も
の
に
対
し
て
優
先
す
る
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
者
は
一
次
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的
で
あ
り
、
後
者
は
二
次
的
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
憶
に
お
い
て
の
差
が
生
 
 

じ
る
可
能
性
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
無
論
、
青
葉
に
し
て
も
何
ら
か
の
選
 
 

択
が
な
さ
れ
て
お
り
、
言
葉
そ
の
ま
ま
か
ど
う
か
も
厳
密
に
言
え
ば
疑
わ
 
 

し
く
は
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
の
こ
と
は
本
稿
で
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
 
 

は
出
来
ず
、
専
門
の
方
の
意
見
を
う
か
が
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
 
 

こ
の
作
品
で
は
意
識
的
に
言
葉
の
方
が
選
択
さ
れ
て
い
る
、
優
先
さ
れ
て
 
 

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
藤
代
」
に
つ
い
て
は
、
過
去
は
記
憶
と
 
 

い
う
彼
の
内
面
的
な
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
意
志
と
は
別
に
外
側
に
現
れ
 
 

る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
記
憶
と
同
様
に
考
え
て
良
い
か
疑
問
が
 
 

あ
る
。
そ
れ
も
彼
の
記
憶
と
無
縁
と
は
言
い
き
れ
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
。
 
 
 

ま
た
、
ジ
ョ
ン
・
コ
ー
ト
ル
は
「
記
憶
は
嘘
を
つ
く
』
（
石
山
鈴
子
訳
・
 
 

講
談
社
刊
）
 
で
、
記
憶
の
中
に
す
べ
て
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
 
 

否
定
し
て
い
る
。
 
 
 

記
憶
の
な
か
に
何
か
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
体
験
は
、
い
と
も
簡
単
 
 
 

に
、
記
憶
の
な
か
に
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
念
 
 
 

に
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
信
念
と
と
も
に
い
く
つ
か
の
結
 
 
 

論
が
当
然
の
ご
と
く
引
き
出
さ
れ
る
。
記
録
は
元
の
ま
ま
の
状
態
で
存
 
 
 

在
し
て
い
る
、
だ
か
ら
、
見
つ
け
出
し
た
と
き
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
 
 
 

て
認
識
で
き
る
は
ず
で
あ
る
、
と
。
 
 
 

と
述
べ
た
上
で
、
記
憶
は
変
容
す
る
も
の
だ
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
 
 
 

て
い
る
。
 
 
 

し
か
し
、
昼
は
記
録
保
管
人
と
い
う
顔
を
も
つ
記
憶
は
、
夜
に
な
る
 
 
 

と
密
か
な
情
熱
を
燃
や
し
て
い
る
。
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
話
を
せ
っ
 
 
 

せ
っ
と
こ
し
ら
え
て
い
る
の
だ
。
そ
う
し
た
話
を
個
人
的
神
話
と
呼
ぶ
 
 

人
も
い
る
。
私
た
ち
が
神
話
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
嘘
偽
り
と
い
う
意
 
 

味
で
は
な
く
、
稔
合
的
に
と
ら
え
た
現
実
、
司
書
が
知
っ
て
い
る
も
の
 
 

と
は
異
な
る
た
ぐ
い
の
現
実
を
指
し
て
い
る
」
神
話
と
は
、
理
性
だ
け
 
 

で
は
な
く
情
に
も
訴
え
か
け
て
、
真
実
と
思
う
も
の
に
説
得
力
を
も
た
 
 

せ
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
。
神
話
と
い
う
も
の
は
文
化
や
人
間
の
集
 
 

団
に
属
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
個
人
的
な
神
話
と
い
う
の
も
 
 

あ
る
。
神
話
が
個
人
的
な
も
の
の
場
合
に
は
、
真
実
を
知
ろ
う
と
し
、
 
 

自
己
、
つ
ま
り
、
自
分
と
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
説
 
 

得
力
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

記
憶
に
は
「
司
書
」
の
よ
う
に
き
ち
ん
と
残
そ
う
と
す
る
側
面
と
、
 
 

神
話
、
物
語
を
作
る
側
面
の
二
つ
の
機
能
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
0
）
大
森
荘
蔵
『
流
れ
と
よ
ど
み
－
哲
学
断
章
」
』
 
（
産
業
図
書
株
式
 
 

会
社
刊
）
所
収
。
 
 

ー58－   


