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「
野

火
」

論
―

―
「

離
人

症
」

を
手
が

か
り

に

河
内

重
雄
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一
は

じ
め

に

（
そ
れ
故
、
し
ば
し
ば
目
的
論

作
品
や
書
簡
全
て
か
ら
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の

作
家
像

を
作
り
出
し
、
そ
の
よ
う
な
形
で
作
ら
れ

的
に
）

（
大
岡
昇
平
像
）

た
以
上
、
も
は
や
作
品
の
読
み
に
は
用
い
ら
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
野
火

本
文
の
読
み
を
そ
の
よ

」
（
展
望
』
昭
和
二
十
六
年
一
月
号
―
八
月
号
）

『

（
そ
う
と

う
な
作
家
像
に
沿
う
形
で
再
生
産
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
の
よ
う
な

は
気
付
か
な
い
ま
ま
）

研
究
の
状
況
に
新
し
い
風
を
吹
き
込
む
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
る
。
そ
こ

で
「
野
火
」
本
文
に
見
ら
れ
る
「
離
人
症

に
、

」
（
三
八

再
び
野
火
に
）

「
」

注
目
し
て
み
よ
う
と
思
う
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の
作
家
像
で
は
な
く

離
。

、「

人
症
」
を
中
心
に
据
え
る
と
き
、
一
つ
一
つ
の
文
章
や
単
語
は
こ
れ
ま
で

と
は
違
っ
た
解
釈
を
受
け
入
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
「
離
人
症
」
だ
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
得
る
の
で

。
『

』
あ
ろ
う
か
試
み
に
新
福
尚
武
・
池
田
数
好
著
人
格
喪
失
感
（

）
離
人
症

を
用
い
て
み
る
と
、

（
昭
和
二
十
九
年
七
月

み
す
ず
書
房
）

一
「
人
格
喪
失
感
と
い
う
場
合
の
「
人
格
」
は
パ
ー
ス
ナ
リ
テ
ィ
の
意

味
の
人
格
で
は
な
く
、
自
我
と
い
う
意
味
の
人
格
で
あ
る
。
従
つ
て
、
人

格
喪
失
感
は
自
我
喪
失
感
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
し
、
ま
た
離
人
症
と
も

呼
ば
れ
る

「
身
体
感
覚
で
あ
れ
、
知
覚
、
記
憶
、
感
情
、
思
考
、
行
為

」
。

で
あ
れ
、
そ
れ
が
「
私
の

「
私
自
身
の

「
私
固
有
の
」
は
た
ら
き
だ

」
、

」
、

と
い
う
体
験
調
を
も
つ
て
感
じ
ら
れ
」
な
い
と
い
っ
た
、

①
自
我
の
分
裂

（
自
己
同
一
性
の
絶
対
性
を
剥
ぎ
取
る
た
め
に
比
較
の
対
象
と

と
い
う
特
徴
が
あ
る

。
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
こ
れ
で
あ
る
）

二
「
患
者
に
よ
つ
て
は
質
問
者
の
推
測
的
な
形
容
に
容
易
に
同
意
す
る

も
の
も
あ
る
が
、
な
か
な
か
賛
成
し
な
い
者
が
む
し
ろ
多
い
。
ど
う
し
て

も
表
現
、
伝
達
で
き
な
い
感
じ
だ
と
い
う
。
患
者
の
体
験
で
あ
る
か
ら
、

体
験
の
深
浅
、
表
現
技
術
の
巧
拙
、
教
養
、
性
格
に
よ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
」
と
あ
り
、
自
分

の
感
覚
や
見
出
し
て
い
る
世

（
離
人
症
患
者
）

界
を
表
現
す
る
に
は
高
い
知
的
水
準
と
表
現
能
力
が
必
要
と
さ
れ
る

野
。「

火
」
の
「
私

が
「
イ
ン
テ
リ

と
名
指
さ

」
」

（
田
村
一
等
兵
）

（
三
五

猿
）

「
」

れ
て
い
る
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

三
②
「
景
色
を
見
て
も
、
人
を
見
て
も
生
気
が
な
い
。
感
じ
が
な
い
。

実
感
が
わ
か
な
い
。
新
鮮
味
が
な
い
。
ピ
ッ
タ
リ
し
な
い
。
目
に
映
る
が

頭
に
入
ら
な
い
。
遠
景
を
ぼ
ー
つ
と
見
る
よ
う
だ
。
全
体
が
ぼ
や
け
て
は

つ
き
り
し
な
い
。
夢
の
中
の
よ
う
だ
。
墨
を
流
し
た
よ
う
だ
。
何
か
を
と

お
し
て
見
て
い
る
よ
う
だ
。
初
め
て
見
る
感
じ
。
頭
が
無
感
覚
で
何
が
何



だ
か
よ
く
判
ら
ぬ
、
③
「
東
西
が
さ
つ
ぱ
り
分
ら
ぬ
。
方
向
が
て
ん
で

」

分
ら
な
く
な
つ
た
。
向
う
が
ど
れ
ぐ
ら
い
距
離
が
あ
る
の
か
さ
つ
ぱ
り
見

当
が
つ
か
ぬ
、
④
「
親
の
顔
を
想
い
浮
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
過
去

」

の
こ
と
を
思
い
出
せ
ぬ
。
昔
の
こ
と
を
思
つ
て
も
自
分
の
こ
と
で
は
な
い

。
」
、「

、
、

よ
う
だ
自
分
が
や
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ぬ

自
宅
の
構
造
間
ど
り

形
も
は
つ
き
り
と
頭
に
浮
び
ま
せ
ん
。
地
球
上
に
初
め
て
生
れ
て
来
た
よ

う
な
、
何
も
か
も
初
め
て
経
験
す
る
よ
う
な
気
持
で
す
、
⑤
「
何
だ
か

」

時
間
が
た
ち
ま
せ
ん
、
停
止
し
た
よ
う
で
。
診
察
に
入
る
時
に
時
計
を
見

た
の
で
、
今
は
五
時
だ
と
知
つ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
朝
の
よ
う
で
も
あ

る
し
、
昼
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す

「
今
は
十
月
で
す
。
が
、
秋
の
よ
う

」
、

で
も
、
冬
の
よ
う
で
も
、
春
の
よ
う
で
も
あ
り
ま
す
、
⑥
「
体
の
連
絡

」

が
と
れ
て
な
い
。
体
が
ふ
ら
ふ
ら
し
て
一
緒
に
働
か
な
い
。
首
か
ら
上
と

下
と
繋
が
つ
て
い
な
い
、
⑦
「
音
が
遠
く
に
聞
え
る
よ
う
だ
。
遠
い
と

」

こ
ろ
か
ら
音
が
し
て
く
る
。
耳
が
聞
え
な
い

「
話
し
て
い
る
人
の
声
が

」
、

何
だ
か
こ
の
世
の
声
で
は
な
い
よ
う
な
感
じ
で
す
、
⑧
「
感
情
が
な
く

」

な
つ
た
。
面
白
く
も
悲
し
く
も
な
い
。
感
情
が
涸
れ
て
し
ま
つ
た
。
何
一

つ
私
を
感
動
さ
せ
る
も
の
が
な
く
な
つ
た
。
物
を
見
て
も
楽
し
む
こ
と
が

出
来
な
い
。
さ
つ
ぱ
り
人
の
気
持
が
通
じ
な
い
。
笑
つ
て
も
私
の
気
持
は

笑
つ
て
い
な
い
、
⑨
「
頭
が
全
然
は
た
ら
か
な
い
。
人
の
頭
の
中
か
ら

」

考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
人
の
言
つ
た
こ
と
が
少
し
も
判
ら
ぬ
。
考
え
ら
れ

な
い
。
新
聞
を
読
ん
で
も
意
味
が
全
然
判
ら
な
い
、
⑩
「
ご
飯
は
食
べ

」

ま
す
。
し
か
し
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。
腹
に
も
た
ま
り
ま
せ
ん
。
腹
に
力
が

入
り
ま
せ
ん
」
な
ど
の
報
告
か
ら
、
離
人
症
患
者
に
は
一
及
び
二
を
土
台

と
し
た
と
こ
ろ
の
、

②
風
景

の
不
統
一
性

（
知
覚
）

（
分
節
的
・
言
語
的
）

③
方
向
感
覚
の
喪
失

（
記
憶
そ
の
も
の
は

④
自
分
の
記
憶
と
感
じ
ら
れ
な
い
が
故
の
記
憶
の
喪
失

残
っ
て
い
る
が
用
い
難
い
）

⑤
時
間
感
覚
の
喪
失

⑥
身
体
の
不
随
意

（
一
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
自
分
の
声
な
ど
も
例

⑦
幻
聴
の
よ
う
な
、
音
の
異
質
化

外
で
は
あ
る
ま
い
）

⑧
感
情
の
喪
失

⑨
思
考
の
喪
失

⑩
味
覚
の
喪
失

つ
ま
り
は
限
定
的
な
意
味
で
の
内
的
世
界
の
非
言
語
化
が
み
ら
れ
る
。

四
離
人
症
は
も
ち
ろ
ん
精
神
分
裂
病
の
一
つ
だ
が
、
他
の
精
神
分
裂
病

と
の
関
係
に
つ
い
て
は

未
解
決

（
と
そ
の
症
状
）

（
二
十
一
世
紀
の
今
も
な
お
）

で
あ
る

。
離
人
症

（
他
の
精
神
分
裂
病
の
症
状
と
の
共
存
は
現
実
に
認
め
ら
れ
る
）

の
症
状
に
し
て
も
、
ど
の
症
状
が
ど
の
程
度
出
る
の
か
に
は
個
人
差
が
あ

り
「
徐
々
に
起
る
こ
と
も
あ
り
、
急
に
起
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
持
続

、

的
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
短
時
間
発
作
様
に
起
る
こ
と
も
あ
る
。
時
折
感

じ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
頻
回
反
復
す
る
こ
と
も
あ
る
。
」

（
昭
和
五

と
い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
木
村
敏
著
『
時
間
と
自
己
』

に
は
「
時
間
の
流
れ
も
ひ
ど
く
お
か
し
い
。

十
七
年
十
一
月

中
央
公
論
社
）

時
間
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
ち
っ
と
も
先
へ
進
ん
で
行
か
な



い
。
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
で
つ
な
が
り
の
な
い
無
数
の
い
ま
が
、
い
ま
、
い

ま
、
い
ま
、
い
ま
、
と
無
茶
苦
茶
に
出
て
く
る
だ
け
で
、
な
ん
の
規
則
も

ま
と
ま
り
も
な
い
」
と
い
っ
た
体
験
も
あ
り
、
離
人
症
患
者
の
、

（
時
間
軸
を
も
た
な

⑪
時
間
軸
の
欠
如
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
記
憶
の
蓄
積

い
記
憶
）

が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
ら
は
今
日
の
離
人
症
観
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
と

言
え
よ
う
。
本
稿
で
は
「
離
人
症
」
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
限

、

り
に
お
い
て
、
テ
ク
ス
ト
が
ど
の
よ
う
に
読
め
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。

二
健

全
な

自
我

と
「

離
人

症
」

「
」

、
、

離
人
症
を
こ
の
よ
う
に
意
味
付
け
本
文
に
目
を
向
け
て
み
る
と

本
文
中
の
「
野
火
」
や
人
肉
食

に
関
す

（
及
び
食
べ
る
対
象
と
し
て
の
死
体
）

る
記
述
に
「
離
人
症
」
の
症
状
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
わ
れ。

る
（

「
」

）
こ
れ
ら
が
離
人
症
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
は
次
章
で
述
べ
る

い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

Ⅰ
今
そ
れ
を
記
述
し
よ
う
と
し
て
、
私
が
い
か
に
そ
れ
を
「
見
て
」

さ
え
い
な
か
っ
た
か
を
知
る
。
怯
え
た
兵
士
と
し
て
、
初
め
そ
れ
を

認
知
し
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
認
知
し
た
後
も
、
眼
は
そ
の

細
部
を
辿
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
ま
ず
そ
れ
を
屍
体
と
認
め
た

眼
は
、
既
知
の
人
間
の
形
態
を
予
期
し
つ
つ
、
そ
の
上
を
移
動
し
た

が
、
眼
は
常
に
異
様
な
変
形
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

露
出
し
た
腕
と
背
中
は
、
皮
膚
の
張
力
の
許
す
か
ぎ
り
、
人
体
の

比
例
を
無
視
し
た
大
き
さ
に
膨
脹
し
、
赤
銅
色
に
輝
い
て
い
た
。
或

る
者
の
横
腹
か
ら
は
、
親
指
ほ
ど
の
腸
が
垂
れ
下
っ
て
い
た
。
弾
丸

の
入
っ
た
跡
で
あ
ろ
う
が
、
穴
の
痕
跡
は
な
く
、
周
囲
の
肉
の
膨
脹

が
、
そ
の
腸
を
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
よ
う
に
く
び
っ
て
い
た
。

頭
部
は
蜂
に
さ
さ
れ
た
よ
う
に
膨
れ
上
っ
て
い
た
。
頭
髪
は
分
解

す
る
組
織
か
ら
滲
み
出
た
液
体
の
た
め
、
膠
で
固
め
た
よ
う
に
皮
膚

、
、

。
に
へ
ば
り
つ
き
不
分
明
な
境
界
を
な
し
て
額
に
移
行
し
て
い
た

以
来
私
は
こ
の
光
景
を
思
い
出
す
こ
と
な
く
、
都
会
の
洋
裁
店
等
に

、
。

飾
ら
れ
た
蝋
人
形
の
漠
然
た
る
生
え
際
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い

頬
は
ふ
く
ら
み
、
口
は
尖
っ
て
い
た
。
そ
の
不
動
な
表
情
は
、
強

い
て
い
え
ば
「
考
え
る
猫
」
に
似
て
い
た
。

或
る
者
は
他
の
者
の
脚
に
頭
を
載
せ
、
或
る
者
は
そ
の
肩
を
抱
い

て
い
た
。
伏
し
た
或
る
者
の
臀
部
の
服
は
破
れ
、
骨
が
現
わ
れ
て
い

た
。
私
は
こ
の
無
人
の
村
に
、
犬
と
烏
の
み
多
い
理
由
を
知
っ
た
。

（
略
）

私
は
屍
体
の
群
を
迂
回
し
、
会
堂
の
階
段
を
上
っ
た
。
内
部
は
整

頓
さ
れ
て
い
た
。
両
側
の
高
い
窓
か
ら
差
す
光
が
快
い
調
和
を
作
っ

て
、
木
の
床
や
ベ
ン
チ
に
積
っ
た
埃
を
照
し
出
し
て
い
た
。
大
き
な

（
略
）

帆
立
貝
で
作
っ
た
聖
水
盤
の
水
は
干
上
っ
て
い
た
。

床
の
埃
に
伏
し
て
私
は
泣
い
た
。
十
字
架
に
曳
か
れ
て
降
り
て
来

た
敬
虔
な
る
私
が
、
何
故
た
だ
同
胞
の
惨
死
体
と
、
下
手
な
宗
教
画

家
の
描
い
た
イ
エ
ス
の
刑
死
体
だ
け
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
私
を
こ
こ
に
導
い
た
運
命
が
誤
っ
て
い
る
か
、
私
の
心
が
誤
っ

て
い
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。



「
デ
・
プ
ロ
フ
ン
デ
ィ
ス
」

昨
夜
夢
で
私
自
身
の
口
か
ら
聞
い
た
言
葉
が
響
き
渡
っ
た
。
私
は

振
り
向
い
た
。
声
は
背
後
階
上
の
、
合
唱
隊
席
か
ら
来
た
よ
う
に
思

わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
眼
は
声
の
主
を
探
し
な
が
ら
、
私
は
そ
れ
が
私
の
幻
聴
で

あ
る
の
を
意
識
し
て
い
た
。
そ
の
声
は
誰
か
、
た
し
か
に
私
の
知
っ

て
い
る
人
の
声
だ
と
私
は
感
じ
た
が
、
そ
の
時
誰
で
あ
る
か
は
思
い

出
せ
な
か
っ
た
。

今
で
は
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
昂
奮
し
た
時
の
私
自
身
の
声
だ

1

っ
た
の
で
あ
る

。
も
し
現

（
⑦
幻
聴
の
よ
う
な
、
音
の
異
質
化
―
筆
者
注
）

在
私
が
狂
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
時
か
ら
で
あ
る
。

「
わ
れ
深
き
淵
よ
り
汝
を
呼
べ
り
。
主
よ
ね
が
は
く
は
わ
が
声
を

き
き
…
…
」

少
年
の
時
暗
誦
し
た
旧
約
の
詩
句
が
頭
の
中
で
甦
っ
た
。
し
か
し

会
堂
の
天
井
に
添
っ
て
移
行
す
る
私
の
眼
に
映
る
、
比
島
の
見
す
ぼ

ら
し
い
会
堂
の
内
部
に
は
、
何
も
私
の
呼
声
に
答
え
る
も
の
は
な
か

っ
た
。

「
わ
れ
山
に
む
か
ひ
て
目
を
あ
ぐ
、
わ
が
助
け
は
い
づ
こ
よ
り
来

る
や
」

こ
の
時
私
は
私
自
身
と
外
界
と
の
関
係
が
、
き
っ
ぱ
り
と
断
ち
切

ら
れ
た
の
を
意
識
し
た

。
地
上
で
私
の
救

（
①
自
我
の
分
裂
―
筆
者
注
）

い
を
呼
ぶ
声
に
応
え
る
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
れ
は
諦
め
ね
ば
な
ら

ぬ
、
と
思
い
定
め
た
。（
「

」
「

」
）

一
七

物
体
―
一
八

デ
・
プ
ロ
フ
ン
デ
ィ
ス

Ⅱ
到
る
と
こ
ろ
に
屍
体
が
あ
っ
た
。
生
々
し
い
血
と
臓
腑
が
、
雨
あ

が
り
の
陽
光
を
受
け
て
光
っ
た
。
ち
ぎ
れ
た
腕
や
足
が
、
人
形
の
部

、
。

、
分
の
よ
う
に
草
の
中
に
こ
ろ
が
っ
て
い
た
生
き
て
動
く
も
の
は

蠅
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
私
の
最
も
思
い
出
し
難
い
時
期
が
始
ま
る
。
そ
れ
か
ら
な

お
幾
日
か
、
私
が
独
り
で
歩
い
た
時
間
は
、
暦
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

る
が
、
そ
の
間
私
が
何
を
し
、
何
を
考
え
た
か
を
思
い
出
す
の
に
、

（
略
）

著
し
い
困
難
を
感
じ
る
。

私
が
生
き
て
い
た
の
は
た
し
か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
私
に
は
生
き

て
い
る
と
い
う
意
識
が
な
か
っ
た

。
（
①
自
我
の
分
裂
―
筆
者
注
）

（
「

」
）

二
七
火

、
、

、
Ⅲ

私
は
あ
の
忘
却
の
灰
色
の
期
間
が
処
々
粒
を
立
て
た
よ
う
に

野
火
の
映
像
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
そ
れ
に
伴
う
何
の

感
情
も
思
考
も
な
い

が
、

（
⑧
感
情
の
喪
失
・
⑨
思
考
の
喪
失
―
筆
者
注
）

（
三
八

再
び
野
火
に
）

映
像
だ
け
は
真
実
で
あ
る
。

「
」

Ⅳ
一
つ
の
幅
の
広
い
野
火
の
映
像
は
、
そ
の
下
部
に
焔
の
舌
を
見
せ

て
、
盛
ん
に
立
ち
騰
っ
て
い
た
。
別
の
細
い
野
火
は
上
が
折
釘
の
よ

う
に
曲
っ
て
、
回
転
す
る
磁
石
の
針
の
よ
う
に
揺
れ
て
い
た
。
そ
れ

（
略
）

は
殆
ん
ど
、
意
の
ま
ま
に
変
形
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

野
火
の
形
は
最
初
中
隊
を
出
た
時
見
た
も
の
に
似
て
い
た
が
、
そ

の
時
は
た
し
か
に
そ
の
下
ま
で
行
き
は
し
な
か
っ
た
か
ら
、
燃
焼
物



は
私
が
あ
の
忘
却
の
間
に
見
た
も
の
に
違
い
な
い
。

私
は
さ
ら
に
、
そ
の
燃
え
る
籾
殻
や
草
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
煙

（
②
風
景
（
知
覚
）
の
（
分
節
的
・
言
語
的
）

に
密
着
し
て
い
る
と
感
じ
る

意
識
の

不
統
一
性
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
述
べ
る
―
筆
者
注
。
）

（
⑪
時
間
軸
の
欠
如
、
そ
の
よ
う
な
形

空
間
に
密
着
し
た
そ
れ
等
の
番
い

は
、
そ
れ
ぞ
れ

で
の
記
憶
の
蓄
積
（
時
間
軸
を
も
た
な
い
記
憶
）
―
筆
者
注
）

時
間
の
密
着
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
私
が
一
つ
の
煙
を
見
、
次
に
そ
の
煙
の
下
に
行
っ
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
煙
を
見
れ
ば
、
必
ず
そ
こ
へ
行
っ
た
の
だ
。

し
か
し
何
の
た
め
に
？
―
思
い
出
せ
な
い
。
私
の
記
憶
は
ま
た
白

紙
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
「
行
っ
た
」
と
い
う
仮
定
か
ら
、
一
つ
の
姿

が
浮
び
上
る
。

再
び
銃
を
肩
に
、
丘
と
野
の
間
を
歩
く
私
の
姿
で
あ
る
。
緑
の
軍

、
。

。
衣
は
色
褪
せ
て
薄
茶
色
に
変
り
袖
と
肩
は
破
れ
て
い
る
裸
足
だ

数
歩
先
を
歩
い
て
行
く
痩
せ
た
頸
の
凹
み
は
、
た
し
か
に
私
、
田
村

一
等
兵
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
今
そ
の
私
を
見
て
い
る
私
は
何
だ
ろ
う
…
…
や
は
り
私

で
あ
る
。
一
体
私
が
二
人
い
て
は
い
け
な
い
な
ん
て
誰
が
き
め
た
。

（
「

」
）

三
九
死
者
の
書

簡
単
に
補
足
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
Ⅰ
、
Ⅱ
に
つ
い
て
だ
が
「
野
火
」
に
お
い
て
動
物
は
、
敵
と
し

、

て
「
私

に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に

」
（
田
村
）

〈
食
べ
る
対
象
〉
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と

が
う
か
が
え
る
箇
所
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
と
、

・
し
か
し
私
が
次
に
考
え
た
の
は
、
や
は
り
彼
等
を
捕
え
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
私
は
日
本
の
鶏
の
よ
う
に
肥
満
し
て
い
な
い
彼
等
が
、
よ

く
飛
ぶ
の
を
知
っ
て
い
た
。
私
は
慎
重
に
近
よ
り
、
不
意
打
し
よ
う

と
し
た
。
し
か
し
、
彼
等
は
私
が
手
を
延
ば
す
前
に
一
斉
に
飛
び
立

ち
、
遠
い
地
面
に
降
り
た
。

私
は
地
に
伏
し
て
銃
を
構
え
、
慎
重
に
覘
っ
て
撃
っ
た
。
彼
等
は

グ
ラ
イ
ダ
ー
ほ
ど
の
角
度
で
飛
び
立
ち
、
斜
面
を
下
へ
、
遠
く
飛
ん

で
着
陸
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
短
く
連
続
し
て
鳴
き
な
が
ら
、
駈
け

て
行
っ
た
。

や
る
せ
な
い
思
い
が
胸
を
走
っ
た
。
膂
力
な
く
射
撃
を
よ
く
し
な

、
、

い
私
は
か
つ
て
椰
子
の
根
方
に
無
為
に
横
た
わ
っ
て
い
た
よ
う
に

今
は
こ
の
極
楽
鳥
を
目
の
前
に
、
飢
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

（
「

）
で
あ
る
。

一
〇

鶏
鳴

・
中
隊
が
南
方
の
部
落
に
宿
営
し
て
い
た
時
、
偶
々
営
舎
附
近
に
さ

ま
よ
い
寄
っ
た
牛
を
射
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
骨
と
臓
物
は
野
に
棄
て

ら
れ
た
。
頭
だ
け
原
形
を
保
っ
た
そ
の
巨
大
な
骨
は
、
陽
の
下
で
忽

ち
腐
り
、
日
に
日
に
堪
え
難
い
臭
気
を
、
営
舎
ま
で
送
っ
て
来
た
。

我
々
の
胃
を
生
理
的
に
刺
戟
す
る
、
つ
ん
と
す
る
臭
気
で
あ
っ
た
。

（
「

」
）

一
六

犬

・
雨
が
降
り
、
木
の
下
に
寝
る
私
の
体
の
露
出
し
た
部
分
は
、
水
に



流
さ
れ
て
来
た
山
蛭
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
た
。
そ
の
私
自
身
の
血
を
吸

、
、

、
。

っ
た
頭
の
平
た
い
草
色
の
可
愛
い
奴
を
私
は
食
べ
て
や
っ
た

（
「

」
）

二
七

火

と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
と
思
わ
れ
る
。
人
や
死
体
が
動
物
の
比
喩
を
も
っ
て

記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
甚
だ
多
い
こ
と
は
、
今
さ
ら
逐
一
列
挙
し
て
証

明
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
「
野
火
」
に
お
け
る
死
体
は
食
べ
る

、

対
象
と
し
て
の
側
面
を
も
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ

（
記
述
の
精
緻

の
こ
と
は
、
動
物
の
比
喩
に
加
え
て
、
死
体
へ
の
こ
だ
わ
り

も
考
慮
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
Ⅰ
の
死
体
は
そ
の
記
述
か
ら
も
そ

さ
）

の
よ
う
な
側
面
を
強
く
も
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

Ⅱ
の
「
生
々
し
い
血
と
臓
腑
」
の
大
量
の
死
体
も
食
べ
る
対
象
と
し
て
意

識
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

、
「

」
、

次
に
Ⅲ
Ⅳ
の
あ
の
忘
却
の
灰
色
の
期
間
（
「

」
）

三
八

再
び
野
火
に

（
三
九

死
者
の
書
）

（
平
面
な
記
憶
で

「
あ
の
忘
却
の
間

に
つ
い
て
だ
が

」
、

「
」

、
こ
れ

は
な
く
〈
そ
も
そ
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
〉
に
つ
い
て
だ
が
）

は
「
離
人
症
」
も
原
因
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ

「
逆
行
性
健
忘

が
主
た
る
原
因
で
は
な
い
か
と
思

」
（
三
七

狂
人
日
記
）

「
」

(
平
成
十

わ
れ
る
「
逆
行
性
健
忘
」
に
つ
い
て
は
『
心
理
臨
床
大
事
典
』

。
、

の
説
明
が
分
か
り
や
す
い
の
で
引
用
し
て
お
こ
う
。

五
年
三
月

培
風
館
)

2

一
般
に
、
記
憶
は
現
象
と
し
て
は
干
渉
あ
る
い
は
時
間
の
経
過
に

伴
っ
て
減
弱
す
る
が
、
と
く
に
健
忘
と
い
っ
た
場
合
、
外
傷
や
疾
病

を
契
機
に
ひ
き
起
こ
さ
れ
る
、
個
々
の
一
定
の
事
実
や
一
定
の
期
間

に
限
定
さ
れ
る
記
憶
障
害
を
い
う
。
こ
の
健
忘
の
う
ち
、
外
傷
や
疾

病
の
後
に
新
し
い
こ
と
が
覚
え
ら
れ
な
く
な
る
の
が
前
向
健
忘
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
し
て
突
然
の
疾
病
や
外
傷
に
よ
っ
て
、
損
傷
が
起
こ

る
前
に
知
っ
て
い
た
こ
と
が
思
い
出
せ
な
く
な
る
の
が
逆
向
健
忘
で

あ
る
。
古
い
記
憶
ほ
ど
強
固
で
侵
さ
れ
に
く
く
、
新
し
い
記
憶
ほ
ど

不
安
定
で
あ
る
。
さ
ら
に
健
忘
は
、
全
般
的
健
忘
と
部
分
的
健
忘
と

に
区
分
さ
れ
る
が
、
多
く
の
場
合
は
後
者
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
部

分
的
健
忘
は
、
全
体
が
不
明
瞭
に
追
想
さ
れ
る
概
要
的
な
も
の
と
、

明
瞭
な
追
想
区
間
の
中
に
ポ
ツ
ポ
ツ
と
健
忘
が
入
る
分
離
的
な
も
の

（
略
）

と
に
区
別
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
脳
に
ま
っ
た
く
異
常
が
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
に

記
憶
障
害
が
起
こ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
心
理
的
要
因
に
よ
る
も

の
で
、
心
因
健
忘
と
よ
ば
れ
て
い
る
一
過
性
の
健
忘
で
あ
る
。
こ
れ

は
情
緒
的
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
不
快
な
出
来
事
の
後
に
起
こ

り
、
障
害
の
程
度
は
ま
ち
ま
ち
で
、
逆
向
性
全
健
忘
が
多
い
。
こ
の

健
忘
で
最
も
頻
繁
に
み
ら
れ
る
も
の
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
健
忘
で
あ
る

。
そ
し
て
、
こ
の
健
忘
が
さ
ら
に
ひ
ど
く
な
っ
た

（
→
ヒ
ス
テ
リ
ー
）

形
は
徘
徊

と
い
う
状
態
で
見
受
け
ら
れ
る
。
徘
徊
は
意

（
は
い
か
い
）

識
が
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
突
然
さ
ま
よ
い
出
し
、
そ
の
事
実
に
つ

い
て
完
全
に
健
忘
が
み
ら
れ
る
状
態
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。
ヒ

ス
テ
リ
ー
性
健
忘
を
最
初
に
包
括
的
に
説
明
し
た
の
は
ジ
ャ
ネ

で
あ
る
が
、
現
在
の
説
は
フ
ロ
イ
ト

の
そ
れ
に
近

Jan
et,P

.
F
reu

d
,S
.

く
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
健
忘
を
抑
圧
の
働
き
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
記
憶
は
力
動
的
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
自



我
を
傷
つ
け
る
情
報
を
含
む
記
憶
は
シ
ス
テ
ム
内
で
抑
圧
さ
れ
る
こ

（
「

」
）

と
に
な
る
。

健
忘

、
。

「
」

補
足
は
以
上
で
終
え
本
筋
に
戻
ろ
う
先
に
挙
げ
た
四
つ
の
野
火

や
人
肉
食
の
記
述
以
外
の
「
野
火
」
等
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、
な
る
ほ

ど
そ
れ
ら
の
記
述

に
つ
い
て
は
時
間
軸
的
に
整
然
と
し
て
い
る

（
記
憶
）

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
全
体
に
ほ
ぼ
満
遍
な
く

ち
り
ば
め
ら
れ
た
風
景
的
な
意
味
で
の
「
自
然
」
の
記
述
に
よ
る
た
め
と

は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
う
少
し
言
う
と
「
自
然
」
に
関
す
る

、

（
）

（
）

記
述
に
つ
い
て
は
自
我
が

保
た
れ
て
い
る

、
ほ
ぼ

←
→
①
自
我
の
分
裂

と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
「
離
人
症
」
の
〈
時
間
の
非
連
続
性
〉

。

に
抗
う
か
の
よ
う
に
「
自
然
」
の
記
述
に
は
〈
過
去
・
現
在
・
未
来
〉

、

の
意
識
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。

・
林
の
入
口
で
道
は
二
つ
に
分
れ
て
い
た
。
正
面
は
丘
を
越
え
て
真

直
に
病
院
へ
行
く
道
、
左
は
林
の
中
に
丘
の
鼻
を
廻
っ
て
、
同
じ
谷

間
へ
入
る
道
で
あ
る
。
丘
越
え
の
道
が
無
論
近
い
が
、
私
は
既
に
昨

日
か
ら
二
度
往
復
し
て
そ
の
道
に
飽
き
て
い
た
。
目
的
の
な
い
者
の

気
紛
れ
か
ら
、
私
は
未
知
の
林
中
の
道
を
取
る
気
に
な
っ
た
。

林
の
中
は
暗
く
道
は
細
か
っ
た
。
樫
や
櫟
に
似
た
大
木
の
聳
え
る

間
を
、
名
も
知
れ
ぬ
低
い
雑
木
が
隙
間
な
く
埋
め
、
葛
や
蔓
を
張
り

め
ぐ
ら
し
て
い
た
。
四
季
の
別
な
く
落
ち
続
け
る
、
熱
帯
の
落
葉
が

道
に
朽
ち
、
柔
ら
か
い
感
触
を
靴
裏
に
伝
え
た
。
静
寂
の
中
に
、
新

、
。

し
い
落
葉
が
武
蔵
野
の
道
の
よ
う
に
か
さ
こ
そ
と
足
許
で
鳴
っ
た

私
は
う
な
だ
れ
て
歩
い
て
行
っ
た
。

奇
怪
な
観
念
が
す
ぎ
た
。
こ
の
道
は
私
が
生
れ
て
初
め
て
通
る
道

、
、

で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
私
は
二
度
と
こ
の
道
を
通
ら
な
い
で
あ
ろ
う

と
い
う
観
念
で
あ
る
。
私
は
立
ち
止
り
、
見
廻
し
た
。

な
ん
の
変
哲
も
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
私
が
そ
の
名
称
を
知
ら
な

（
直

い
と
い
う
だ
け
で
、
色
々
な
点
で
故
国
の
木
に
似
た
闊
葉
樹
が

静
ま
り
返
っ
て
い
る
だ
け
で

立
し
た
幹
と
、
開
い
た
枝
と
、
垂
れ
た
葉
と
）

あ
っ
た
。
そ
れ
は
私
が
こ
こ
を
通
る
ず
っ
と
前
か
ら
、
私
が
来
る
来

な
い
に
拘
ら
ず
、
こ
う
し
て
立
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
い
つ
ま
で

（
「

」
）

も
こ
の
ま
ま
で
い
る
で
あ
ろ
う
。

二
道

・
比
島
の
林
中
の
小
径
を
再
び
通
ら
な
い
の
が
奇
怪
と
感
じ
ら
れ
た

の
も
、
や
は
り
こ
の
時
私
が
死
を
予
感
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
ど
ん
な
辺
鄙
な
日
本
の
地
方
を
行
く
時
も
、
決
し
て
こ
う
い

う
観
念
に
は
襲
わ
れ
な
い
。
好
む
時
に
ま
た
来
る
可
能
性
が
、
意
識

下
に
仮
定
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
し
て
み
れ
ば
我
々
の
所

謂
生
命
感
と
は
、
今
行
う
と
こ
ろ
を
無
限
に
繰
り
返
し
得
る
予
感
に

（
「

」
）

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
道

・
私
は
改
め
て
目
の
前
の
水
に
見
入
っ
た
。
水
は
私
が
少
年
の
時
か

、
。

、
ら
聞
き
馴
れ
た
あ
の
囁
く
音
を
立
て
て
流
れ
て
い
た
石
を
越
え

迂
回
し
、
後
か
ら
後
か
ら
忙
し
く
現
わ
れ
て
、
流
れ
去
っ
て
い
た
。

（
「

」
）

そ
れ
は
無
限
に
続
く
運
動
の
よ
う
に
見
え
た
。

八
川



・
輝
く
月
光
の
行
き
わ
た
っ
た
空
が
、
新
し
い
渇
望
を
も
っ
て
私
の

眼
を
吸
い
込
ん
だ
。
私
は
こ
の
感
覚
を
知
っ
て
い
た
。
渇
望
は
容
易

に
「
生
へ
の
執
着
」
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
私
の
胸

に
起
す
感
覚
は
、
私
の
平
穏
な
生
活
の
過
去
に
お
い
て
、
既
知
の
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
幾
度
か
私
は
こ
う
い
う
空
を
、
違
っ
た
緯

（
「

」
）

度
の
下
で
似
通
っ
た
気
持
で
眺
め
た
こ
と
が
あ
っ
た

、
。
九

月

・
二
つ
の
岬
を
形
づ
く
る
丘
の
脈
は
、
風
景
の
両
側
に
、
競
う
よ
う

に
緑
に
ふ
く
れ
た
頂
を
重
ね
な
が
ら
、
こ
の
山
地
ま
で
つ
な
が
っ
て

（
「

」
）

来
た
岬
の
形
は
見
覚
え
が
な
か
っ
た

。
。

一
一
楽
園
の
思
想

・
道
は
人
二
人
通
る
く
ら
い
の
幅
で
真
直
に
林
を
貫
い
て
い
た
。
木

々
が
両
側
に
並
木
の
よ
う
に
梢
を
光
ら
し
て
並
ん
で
い
た
。
私
は
幾

日
も
こ
れ
ほ
ど
広
い
道
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

（
「

」
）

一
四

降
路

・
私
は
歩
き
出
し
た
。
段
々
飛
び
に
明
る
く
な
っ
て
行
く
野
に
、
私

の
ほ
か
に
動
く
も
の
は
な
か
っ
た
。
草
を
踏
む
靴
は
露
に
濡
れ
、
靴

音
だ
け
が
響
い
た
。

私
は
自
分
の
跫
音
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
、
歩
い
て
行
っ
た
。
私
は

ふ
と
前
に
も
、
私
が
こ
ん
な
風
に
歩
い
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
感

じ
た
。
い
つ
ど
こ
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
過
去
の
不
定
な

一
瞬
に
お
い
て
、
私
は
や
は
り
こ
う
し
て
歩
い
て
い
た
。
異
境
の
不

安
な
黎
明
を
歩
く
と
い
う
情
況
は
、
確
か
に
私
に
と
っ
て
初
め
て
の

経
験
の
は
ず
で
あ
る
が
、
今
私
の
感
じ
て
い
る
感
情
は
未
知
で
は
な

（
「

」
）

い
。

一
四
降
路

・
風
が
吹
い
て
い
た
。
か
つ
て
私
が
祖
国
の
夏
の
海
岸
で
吹
か
れ
た

風
と
、
同
じ
湿
度
と
匂
い
を
持
っ
た
風
で
あ
っ
た
。
日
を
照
り
返
す

海
面
を
渡
っ
て
来
て
、
私
の
体
を
孤
独
な
一
点
に
包
み
、
頬
を
か
す

（
「

」
）

め
脚
間
を
抜
け
て
颯
々
と
吹
き
過
ぎ
て
行
っ
た

、
。

一
六
犬

・
こ
の
道
は
昨
夜
は
二
度
と
帰
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
い
た

。
、

、
道
で
あ
っ
た
そ
の
道
を
逆
に
通
る
こ
と
は
通
ら
な
い
こ
と
よ
り

（
「

」
）

一
層
奇
怪
で
あ
っ
た
。

二
〇

銃

・
自
然
は
、
昨
日
か
ら
の
砲
撃
に
よ
っ
て
、
新
し
く
破
壊
さ
れ
て
い

た
。
野
は
蟻
地
獄
の
よ
う
な
摺
鉢
状
の
穴
で
蔽
わ
れ
、
林
の
樹
は
幹

が
折
れ
、
枝
が
飛
ん
で
い
た
。

到
る
と
こ
ろ
に
屍
体
が
あ
っ
た
。
生
々
し
い
血
と
臓
腑
が
、
雨
あ

が
り
の
陽
光
を
受
け
て
光
っ
た
。
ち
ぎ
れ
た
腕
や
足
が
、
人
形
の
部

、
。

、
分
の
よ
う
に
草
の
中
に
こ
ろ
が
っ
て
い
た
生
き
て
動
く
も
の
は

蠅
だ
け
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
私
の
最
も
思
い
出
し
難
い
時
期
が
始
ま
る
。
そ
れ
か
ら
な

お
幾
日
か
、
私
が
独
り
で
歩
い
た
時
間
は
、
暦
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

る
が
、
そ
の
間
私
が
何
を
し
、
何
を
考
え
た
か
を
思
い
出
す
の
に
、

（
略
）

著
し
い
困
難
を
感
じ
る
。

川
と
原
と
草
と
林
の
、
単
調
な
繰
り
返
し
の
間
に
、
自
然
は
砲
撃



の
跡
を
絶
ち
、
血
と
臓
腑
を
持
っ
た
屍
体
は
な
く
な
っ
た
。
す
る
と

再
び
あ
の
私
の
よ
く
知
っ
て
い
る
臭
い
が
漂
い
始
め
た
。
道
の
上
、

（
「

」
）

林
の
縁
に
私
は
自
然
に
死
ん
だ
者
達
を
見
た

、
。

二
七

火

・
一
つ
の
谷
が
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
谷
を
前
に
見
た
こ
と
が
あ
る
と

思
っ
た
。

日
本
の
鉄
道
の
沿
線
で
見
馴
れ
た
谷
で
あ
っ
た
。
車
窓
に
近
く
連

な
っ
た
丘
が
切
れ
て
、
道
も
な
い
小
さ
な
谷
が
、
深
く
嵌
入
し
て
い

。
、

、
、

る
そ
の
谷
の
眺
め
は
少
年
時
か
ら
何
故
か
私
の
気
に
入
っ
て

、
。

汽
車
が
そ
こ
を
通
る
度
に
必
ず
窓
外
に
眼
を
放
っ
た
も
の
で
あ
る

（
「

」
）

三
〇

野
の
百
合

・
次
の
私
の
記
憶
は
そ
の
林
の
遠
見
の
映
像
で
あ
る
。
日
本
の
杉
林

の
よ
う
に
黒
く
、
非
情
な
自
然
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
の
自
然
を
憎
ん

（
「

」
）

だ
。

三
六

転
身
の
頌

「
自
然
」
に
は
他
に
も
〈
方
向
感
覚
〉
や
風
景
等
の
〈
規
則
性
〉
な
ど
も

、
「

」
「

」
織
り
込
ま
れ
て
い
る
が
こ
れ
ら
は
自
然
に
対
し
て
い
る
時
の
私

の
自
我
の
健
全
さ
を
示
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

（
田
村
）

（
樫
や
櫟
に
似
た
大
木
（
二

に
つ
い
て
は
「
自
然
」
の
記
述
の
書
き
分
け

、
「

」
「

道
「
ク
リ
ス
マ
ス
・
ト
リ
ー
の
よ
う
に
（
六
夜

「
一
本
の
枯
木
が
白
い
樹

」
）
、

」
「

」
）
、

も
、
以
前
見
た
よ
う
な
風

幹
を
光
ら
せ
て
倒
れ
て
い
た
（
一
五

命
）
な
ど
）

」
「

」

景
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
考
慮
で
き

よ
う
。

、
「

」
、

も
ち
ろ
ん
他
の
野
火
等
が
整
然
と
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は

他
に
も
考
え
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
「
一

は
じ
め
に
」
の
四
に

挙
げ
た
、
発
症
の
タ
イ
ミ
ン
グ
の
不
確
定
さ
。
あ
る
い
は
「
一

は
じ

、

（
）

（
）

め
に
の
四
を
か
ら
め
た

私
の
離
人
症
の
症
状

」
、「

」
「

」
田
村

病
状

（
ま
あ
、
そ
れ
だ
け
あ
な
た
の
症
状
が
軽
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
御
心

の
軽
さ
「

配
は
あ
り
ま
せ
ん

「
医
師
が
私
の
精
神
の
状
態
を
自
分
に
納
得
す
る
よ
う
な
、
誇
ら
か

」
、

な
眼
で
私
を
見
据
え
、
諾
い
て
去
っ
た
後
、
私
は
一
人
庭
へ
出
て
い
っ
た

（
三
八

。
」
「

。
た
だ
、
前
者
は
と
も
か
く
後
者
の
〈
軽
さ
〉
は
、
自
我

再
び
野
火
に
」
）
）

の
分
裂
し
た
状
態

で
戦
地
に
お
い
て
時
折
見
出
し
て

（
つ
ま
り
「
離
人
症
）
」

い
た
世
界

に
秩
序
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る

（
そ
の
よ
う
な
形
で
の
記
憶
）

〈
〉

、
戦
地
に
お
け
る
「
自
然
」
か
ら
「
精
神
病
院
」
内
に
ま
で

（
与
え
得
る
）

（
精
神
病
院
」
内
に
つ
い
て
は
、
Ⅳ
に
お
け
る
「
見
て
い
る

続
く
健
全
な
る
自
我
「

私
」
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
「
再
び
銃
を
肩
に
、
丘

。

と
野
の
間
を
歩
く
私
の
姿

「
た
し
か
に
私
、
田
村
一
等
兵
で
あ
る

「
そ
の
私
」
等
と

」
、

」
、

あ
る
が
「
離
人
症
」
の
者
は
も
ち
ろ
ん
程
度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
「
私
」
と
い
う
語
は

、
、

を
指
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

使
い
難
い
で
あ
ろ
う
）

い
ず
れ
に
せ
よ
「
私

は
健
全
な
自
我
の
経
験

を
、

」
（
田
村
）

（
自
然
）

「
」

頼
り
に
「
離
人
症
」
的
経
験

に
秩
序
を
与

、
（
自
己
の
経
験
で
は
な
い
経
験
）

え
よ
う
と
し
て
い
る

、
言
い
換

（
そ
し
て
そ
れ
は
あ
る
程
度
達
成
さ
れ
て
い
る
）

え
る
と
、
言
語
的
自
我
を
頼
り
に
非
言
語
的
自
我
に
秩
序
を
与
え
よ
う
と

し
て
い
る
と
言
え
る
。

三
「

離
人
症

」
の

原
因



前
章
で
は
テ
ク
ス
ト
に
認
め
得
る
「
離
人
症
」
の
症
状
に
つ
い
て
述
べ

た
が
、
本
章
で
は
「
私

が
「
離
人
症
」
に
な
っ
た
原
因
、
一
方

」
（
田
村
）

、
。

で
自
我
が
健
全
に
保
た
れ
て
い
る
原
因
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い

『
人
格
喪
失
感

』
の
「
第
四
章

発
生
機
転
に
つ
い
て
の
諸

（
離
人
症
）

」
、

、
、

、
、

説
に
は

感
覚
説

体
感
説

感
情
説

意
欲
説

（
）

（
）

（
）

（
）

一
二

三
四

ジ
ャ
ネ
ー
の
説

批
判
的
小
括
の
六
つ
の
項
目
が
あ
り
、
そ

（
五
）

（
六
）

、

れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
原
因
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
が
、
結
論
と
し
て
は

原
因
は
保
留
し
て
い
る
。
し
か
し
「
野
火
」
本
文
の
「
自
然
」
の
記
述

、

に
は
〈
身
体
で
つ
な
が
る

対
、

（
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
・
つ
な
が
り
得
る
）

象
と
し
て
の
女
性
〉
の
記
述
が
複
数
見
ら
れ
「
野
火
」
や
人
肉
食
に
し

、

て
も
食
べ
る
と
い
う
形
で
の
身
体
的
つ
な
が
り
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
考

え
得
る
の
で
〈
自
我
意
識
と
身
体
〉
と
い
う
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し

、

て
み
よ
う
と
思
う
。
だ
が
そ
の
前
に
「
野
火
」
本
文
に
お
け
る
女
性
的

、

「
」

。
自
然
を
確
認
し
て
お
こ
う
（

）
深
読
み
か
も
し
れ
な
い
も
の
も
挙
げ
て
あ
る

１
横
手
に
彼
岸
花
に
似
た
褪
紅
色
の
花
を
交
え
た
叢
が
連
り
、
そ
の
向

う
の
林
の
中
で
、
十
数
人
の
兵
士
が
防
空
壕
を
掘
っ
て
い
た
。

（
一

出
発
）

「
」

２
野
が
展
け
た
。
正
面
は
一
粁
で
林
に
限
ら
れ
た
が
、
右
は
木
の
な

い
湿
原
が
尻
ひ
ろ
が
り
に
遠
く
退
い
た
先
に
、
こ
の
島
の
脊
梁
を
な

す
火
山
性
の
中
央
山
脈
の
山
々
が
重
な
り
、
前
山
の
一
支
脈
は
延
び

て
、
正
面
の
林
の
後
へ
張
り
出
し
て
来
て
い
た
。
そ
の
伏
し
た
女
の

背
中
の
よ
う
な
起
伏
が
、
次
第
に
左
へ
低
ま
り
、
一
つ
の
鼻
で
つ
き

た
と
こ
ろ
に
、
幅
十
間
ば
か
り
の
急
流
が
現
わ
れ
、
丘
は
ま
た
そ
の

対
岸
に
高
ま
っ
て
、
流
れ
に
沿
っ
て
下
り
、
こ
の
風
景
の
左
側
を
囲

（
「

」
）

っ
て
い
た
そ
の
先
に
海
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た

。
。

二
道

３
道
は
林
の
中
で
丘
裾
の
線
を
な
ぞ
っ
て
自
然
に
う
ね
っ
て
い
た
。

緑
の
丘
肌
が
木
々
の
あ
わ
い
に
輝
い
た
。
林
が
途
切
れ
る
と
、
丘
の

夢
幻
的
な
緑
を
形
づ
く
る
雑
草
が
、
道
傍
ま
で
降
り
て
来
た
。
平
ら

、
、

、
な
稜
線
に
人
に
似
た
矮
小
な
木
が
ぽ
つ
ん
と
立
っ
て
い
る
の
を

（
「

」
）

私
は
認
め
た
。

三
野
火

４
女
の
背
の
よ
う
な
優
美
な
側
面
は
、
い
つ
か
意
外
に
厳
し
く
狭
い
正

面
に
変
り
、
三
角
の
頂
上
か
ら
、
両
足
を
ふ
ん
ば
っ
た
よ
う
に
、
二

つ
の
小
尾
根
を
左
右
に
投
げ
落
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
あ
わ
い
の

小
さ
な
窪
み
に
、
肱
掛
椅
子
の
形
の
玄
武
岩
を
支
え
て
い
た
。
先
の

方
の
尾
根
を
廻
れ
ば
、
病
院
の
あ
る
谷
間
へ
出
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
「

」
）

三
野
火

５
病
院
の
附
近
は
、
住
民
の
開
墾
し
た
玉
蜀
黍
畑
が
草
原
を
切
り
取

り
、
収
穫
を
終
え
た
あ
ら
わ
な
畦
が
、
前
面
の
丘
裾
ま
で
続
い
て
い

た
。
丘
の
稜
線
は
、
中
隊
の
側
か
ら
見
る
の
と
同
じ
柔
和
な
曲
線
を

描
い
て
い
る
が
、
暗
緑
色
の
雑
木
が
、
乱
雑
に
頂
上
近
く
ま
で
匍
い

上
り
、
処
々
赭
土
が
露
出
し
て
、
な
ん
と
な
く
荒
れ
果
て
た
裏
側
の

（
「

」
）

感
じ
を
与
え
て
い
た
。

四
坐
せ
る
者
等



６
私
が
命
を
断
つ
べ
き
は
今
と
思
わ
れ
た
。
香
わ
し
い
汁
と
甘
い
肉

を
持
つ
果
実
が
頭
上
に
あ
り
、
こ
こ
で
私
は
徒
ら
に
飢
え
て
い
る
。

も
し
私
が
い
つ
ま
で
も
こ
こ
を
去
ら
な
い
な
ら
、
や
が
て
樹
幹
に
醜

く
し
が
み
つ
い
て
、
息
絶
え
ね
ば
な
ら
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
ま
だ
自
分

の
行
為
を
選
ぶ
力
が
残
っ
て
い
る
う
ち
に
、
自
分
に
出
来
る
こ
と
を

（
略
）

す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
は
過
去
を
探
り
、
そ
の
時
を
確
め
よ
う
と
し
た
。
記
憶
は
な
か
な

か
来
な
か
っ
た
。
そ
の
時
私
は
私
を
取
り
巻
く
椰
子
の
樹
群
が
、
変

貌
し
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。

そ
れ
は
私
が
過
去
の
様
々
な
時
に
お
い
て
、
様
々
に
愛
し
た
女
達

に
似
て
い
た
。
踊
子
の
よ
う
に
、
葉
を
差
し
上
げ
た
若
い
椰
子
は
、

私
の
愛
を
容
れ
ず
に
去
っ
た
少
女
で
あ
っ
た
。
重
い
葉
扇
を
髪
の
よ

う
に
垂
れ
て
、
暗
い
蔭
を
溜
め
て
い
る
一
樹
は
、
私
へ
の
愛
の
た
め

不
幸
に
落
ち
た
齢
進
ん
だ
女
で
あ
っ
た
。
誇
ら
か
に
四
方
に
葉
を
放

射
し
た
一
樹
は
、
互
い
に
愛
し
合
い
な
が
ら
、
そ
の
愛
を
自
分
に
告

白
す
る
こ
と
を
諾
じ
な
い
た
め
、
別
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
高
慢
な

女
で
あ
っ
た
。
彼
女
達
は
今
私
の
臨
終
を
見
届
け
る
た
め
に
、
こ
こ

に
現
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

私
は
改
め
て
彼
女
達
と
快
楽
を
共
に
し
た
瞬
間
を
思
い
浮
べ
た
。

或
る
女
の
腿
は
別
の
女
の
腕
の
太
さ
し
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
快
楽

の
味
わ
い
は
、
死
に
近
づ
い
た
私
の
肉
体
の
メ
カ
ニ
ス
ム
に
よ
っ
て

思
い
出
に
入
り
得
ず
、
そ
れ
に
先
立
っ
た
渇
望
だ
け
が
思
い
出
さ
れ

た
。私
は
月
光
の
渡
っ
た
空
へ
の
渇
望
が
、
或
る
女
が
私
が
彼
女
を
棄

て
る
前
に
私
を
棄
て
た
時
、
私
の
感
じ
た
渇
望
に
似
て
い
る
こ
と
に

思
い
当
っ
た
。
私
の
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
へ
去
っ
た
女
の
心
と
体

に
、
私
は
手
が
届
か
な
い
と
い
う
理
由
で
、
ひ
た
す
ら
焦
れ
た
。

（
九
月
）

「
」

。
、

７
一
つ
の
丘
が
あ
っ
た
両
側
を
細
い
支
流
に
区
切
ら
れ
て
独
立
し

芒
が
馬
の
鬣
の
よ
う
に
、
頂
上
ま
で
匍
い
上
っ
て
い
た
。
そ
の
形
を

（
「

」
）

私
は
何
故
か
女
陰
に
似
て
い
る
と
思
っ
た
。

一
〇

鶏
鳴

８
林
が
尽
き
、
草
原
が
月
に
照
さ
れ
て
傾
き
、
道
は
草
の
影
を
孕

（
「

」
）

ん
で
黒
か
っ
た
道
は
ま
た
木
下
闇
に
入
っ
た

。
。

一
四

降
路

９
林
が
切
れ
広
い
野
に
出
た
。
月
は
巨
大
な
赤
い
歪
形
と
な
っ
て
、

遥
か
な
林
の
頂
に
か
か
っ
て
い
た
。
そ
の
弱
い
光
は
野
に
充
満
し

（
「

」
）

た
乳
色
の
光
と
違
っ
て
い
た
。

一
四

航
路

明
る
さ
は
急
速
に
増
し
つ
つ
あ
っ
た
。
林
に
行
き
着
き
振
り
返
る

10

と
、
空
は
既
に
茜
か
ら
青
に
移
り
、
遥
か
に
雲
に
閉
さ
れ
た
中
央
山

脈
の
主
峰
の
前
に
、
端
山
が
緑
を
現
わ
し
始
め
て
い
た
。
そ
の
緑
の

中
に
褐
色
の
斑
紋
を
作
っ
て
い
る
の
は
、
私
の
出
て
来
た
畠
で
あ
る

と
思
わ
れ
た
。
私
は
私
の
か
つ
て
の
楽
園
を
、
昔
の
女
を
見
る
よ
う

（
「

」
）

な
無
関
心
で
眺
め
た
。

一
五

命

左
方
の
丘
を
縁
ど
る
雑
木
林
の
前
に
、
一
本
の
枯
木
が
白
い
樹
幹
を

11



光
ら
せ
て
倒
れ
て
い
た
。
そ
の
狂
わ
し
く
空
へ
張
り
上
げ
た
根
の
一

（
「

」
）

条
一
条
も
私
は
数
え
る
こ
と
が
出
来
た

、
。

一
五

命

（
「

」
）

道
傍
の
木
々
は
私
を
見
守
る
よ
う
に
並
ん
で
い
た
。

一
五
命

12

遠
く
、
固
い
月
空
の
下
に
、
私
の
帰
っ
て
行
く
べ
き
丘
の
群
が
、
薄

13

化
粧
し
た
女
の
よ
う
に
、
白
く
霞
ん
で
、
静
ま
り
返
っ
て
い
た
。

（
「

」
）

二
〇

銃

雨
は
あ
が
っ
て
い
た
。
遠
く
海
の
上
ら
し
い
空
に
、
鼠
色
の
雲
が

14

厚
く
重
な
っ
た
上
か
ら
、
髪
束
の
よ
う
に
高
い
積
雲
が
立
ち
、
紅
く

（
「

」
）

染
っ
て
い
た
。

二
六

出
現

万
物
が
私
を
見
て
い
た
。
丘
々
は
野
の
末
に
、
胸
か
ら
上
だ
け
出

15

し
、
見
守
っ
て
い
た
。
樹
々
は
様
々
な
媚
態
を
凝
ら
し
て
、
私
の
視

線
を
捕
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
雨
滴
を
荷
っ
た
草
も
、
或
い
は
私
を

迎
え
る
よ
う
に
頭
を
も
た
げ
、
或
い
は
向
う
む
き
に
倒
れ
伏
し
て
、

（
「

」
）

顔
だ
け
振
り
向
い
て
い
た
。

三
〇

野
の
百
合

草
の
間
か
ら
一
本
の
花
が
身
を
も
た
げ
た
。
直
立
し
た
花
梗
の
上

16

に
、
固
く
身
を
す
ぼ
め
た
花
冠
が
、
音
楽
の
よ
う
に
、
ゆ
る
や
か
に

。
、

開
こ
う
と
し
て
い
た
そ
の
名
も
知
ら
ぬ
熱
帯
の
花
は
芍
薬
に
似
て

淡
紅
色
の
花
弁
の
畳
ま
れ
た
奥
は
、
色
褪
せ
湿
っ
て
い
た
。
匂
い
は

な
か
っ
た
。

「
あ
た
し
、
食
べ
て
も
い
い
わ
よ
」

と
突
然
そ
の
花
が
い
っ
た
。
私
は
飢
え
を
意
識
し
た
。
そ
の
時
再

び
私
の
右
手
と
左
手
が
別
々
に
動
い
た
。 3

（
三
〇

野
の
百
合
）

「
」

こ
の
他
に
も
、
女
性
が
身
体
的
に
つ
な
が
る
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
気
の
弱
い
女
中
の
子

「
シ
ニ
ッ
ク
な

、
」

、
（
永
松
）

女
中
強
姦
者

「
私
の
第
一
の
直
感
は
人
目
を
忍
ぶ
恋
人
達
が
、

」
、

（
安
田
）

（
一
九

こ
の
死
の
村
を
媾
曳
の
場
所
に
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
「

「
笑
っ
て
何
か
喚
き
な
が
ら
、
一
人
の
比
島
の
女
が
、
車
か
ら
出

塩
」
）、

て
来
た

彼
女
は
白
い
歯
を
出
し
、
警
戒
の
米
兵
に
身
を
寄
せ
て
、

。
（
略
）

（
二
六

出
現

（
二
八

飢
屈
託
な
さ
そ
う
に
笑
っ
た

「
母
を
犯
し

」
、

」
「

」
）

「

「
妻
に
離
婚
を
選
択
す
る
自
由
を
与
え
た
が
、
驚
く
べ
き
こ

者
と
狂
者
」
）、

と
に
、
彼
女
は
そ
れ
を
承
諾
し
た
。
し
か
も
わ
が
精
神
病
医
と
私
の
病
気

に
対
す
る
共
通
の
関
心
か
ら
感
傷
的
結
合
を
生
じ
、
私
を
見
舞
う
の
を
止

め
た
今
も
、
あ
の
赤
松
の
林
で
媾
曳
し
て
い
る
の
を
、
私
は
こ
こ
に
い
て

も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る

等
も
考
慮
で
き

」
（
三
八

再
び
野
火
に
）

「
」

よ
う
。

、〈
〉

、『
』

さ
て

自
我
意
識
と
身
体
の
関
係
だ
が

人
格
喪
失
感
（

）
離
人
症

に
は
、

自
我
意
識
の
内
容
と
し
て
身
体
が
体
験
さ
れ
う
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
こ
の
場
合
も
、
日
常
的
状
況
で
意
識
さ
れ
る
身
体
は
主

に
体
格
の
大
小
と
か
、
容
貌
の
美
醜
と
か
な
ど
の
よ
う
な
外
面
的
差



別
性
で
あ
る
。
し
か
し
激
し
い
苦
痛
と
か
、
ひ
ど
い
飢
渇
と
か
瀕
死

と
か
の
非
日
常
的
な
状
況
で
は
、
こ
の
よ
う
な
差
別
性
は
全
く
意
識

か
ら
消
失
し
て
有
機
的
感
覚
そ
の
も
の
が
端
的
に
意
識
さ
れ
、
身
体

が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
更
に
そ
れ
ら
の
痛
苦
が

ひ
ど
く
な
る
と
、
も
は
や
痛
み
や
飢
渇
の
み
が
全
意
識
を
支
配
す
る

（
七
―
八
頁
）

よ
う
に
な
り
、
身
体
意
識
は
消
褪
す
る
。

と
い
う
看
過
で
き
な
い
一
節
が
あ
る
「
ひ
ど
い
飢
渇
」
に
よ
り
「
有
機

。

的
感
覚
そ
の
も
の
が
端
的
に
意
識
さ
れ
、
身
体
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う

に
な
」
り

、
そ
の
飢
渇
が
さ
ら
に
ひ
ど
く
な
る
と
「
も
は

（
自
我

身
体

≒

）

や
痛
み
や
飢
渇
の
み
が
全
意
識
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
り
、
身
体
意
識
は

消
褪
す
る

「
飢
渇
」
を
媒
介
と
し
た
自
我
と
身
体
、
自

」
。

（
自
我

飢
渇

≒

）

我
と
飢
渇
の
つ
な
が
り
の
強
さ
が
読
み
取
れ
る
が

６
の
記
述
を

、
（
特
に
）

見
る
と
き
、
こ
の
『
人
格
喪
失
感

』
の
一
節
は
そ
の
ま
ま
用
い

（
離
人
症
）

ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
「
私

は
「
手
の
届
か
な
い
」
過
去

。
」
（
田
村
）

の
「
女
達
」
に
「
ひ
た
す
ら
焦
れ
」
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
身
体
的
つ
な

が
り
が
過
去
に
実
際
に
あ
っ
た
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る

、
「

」
〈

「
」
〉

と
そ
の
焦
れ
は
私

に
と
っ
て
満
た
さ
れ
得
る
渇
望

（
）

田
村

と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
〈
満
た
さ
れ
得
る
「
渇
望
〉
だ
か
ら
こ

。
」

そ
、
テ
ク
ス
ト
の
全
体
に
わ
た
っ
て

女
性

（
時
に
「
渇
望
」
の
対
象
と
し
て
）

的
「
自
然
」
が
織
り
込
ま
れ
て
お
り
、
満
た
さ
れ
得
る
と
い
う
望
み
が
あ

（
自
我

飢
渇
〉
の
飢
渇
が
安
定
し
て
い

る
か
ら
こ
そ
、
自
我
が
破
綻
せ
ず
に
〈

≒

正
常
に
保
た
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と

る
）

は
人
肉
を
食
べ
な
が
ら
も
テ
ク
ス
ト
の
最
後
で

、
（
安
田
達
の
で
は
な
い
が
）

「
殺
し
は
し
た
け
れ
ど
、
食
べ
な
か
っ
た
」
に
力
点
を
置
い
て
お
り
、
そ

の
食
べ
た
人
肉
に
し
て
も
そ
の
記
述

は
一
貫
し
て
「
猿
の
肉
」

（
意
識
）

、
、

と
な
っ
て
お
り
や
は
り
人
肉
は
食
べ
て
い
な
い
に
力
点
を
置
い
て
い
る

つ
ま
り
、
人
肉
食

に
つ
い
て
は
意
識
の
上

（
食
べ
る
対
象
が
い
る
「
野
火
）
」

で
身
体
的
に

つ
な
が
り

（
食
べ
た
の
に
食
べ
て
い
な
い
と
意
識
し
て
い
る
以
上
）

（
言
い
換
え
る
と
、
人
肉
食
の
飢
渇
（
し
か
し
銃
を
持
っ
た
堕
天
使
で
あ
っ

得
な
い

「

た
前
の
世
の
私
は
、
人
間
共
を
懲
す
つ
も
り
で
、
実
は
彼
等
を
食
べ
た
か
っ
た
の
か
も
知

れ
な
か
っ
た
。
野
火
を
見
れ
ば
、
必
ず
そ
こ
に
人
間
を
探
し
に
行
っ
た
私
の
秘
密
の
願
望

は
、
そ
こ
に
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
）
に
つ
い
て
は
、
持
た
な
い
で
は
い
ら
れ
な

」

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
永
遠
に
〈
満
た
さ
れ
得
ぬ
「
渇
望
〉
＝
〈
自
我

飢
渇
〉
の
飢

」

≒

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
う
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ

渇
が
不
安
定
）

。「
」

「
」

「
」

る
猿
の
肉
に
つ
い
て
私

が
干
い
た
ボ
ー
ル
紙
の
味

（
）

田
村

を
「
記
憶

し
て
い
る

の
も
、
人
肉

」
（
三
三

肉
）

（
←
→
⑩
味
覚
の
喪
失
）

「
」

は
食
べ
て
い
な
い
と
い
う
「
私

の
意
識
を
裏
付
け
て
い
る
と
言

」
（
田
村
）

え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
こ
の
時
私
が
彼

を
、

（
永
松
―
筆
者
注
）

撃
っ
た
か
ど
う
か
、
記
憶
が
欠
け
て
い
る
。
し
か
し
肉
は
た
し
か
に
食
べ

（
三
六

転
身
の

な
か
っ
た
。
食
べ
た
な
ら
、
憶
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
」
「

と
「
ボ
ー
ル
紙
の
味
」
を
憶
え
て
い
る
こ
と
と
の
間
に
は
ズ
レ
が

頌
）
」

、

あ
る
。

以
上
は

『
人
格
喪
失
感

』
、
（
原
因
に
つ
い
て
は
保
留
を
し
つ
つ
も

（
離
人
症

）
）

の
二
十
七
、
二
十
八
頁
の
、

離
人
症
は
そ
の
発
病
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
何
れ
も
著
し
い
類
似

点
を
持
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
第
一
に
発
病
に
先
立
つ
一
定
期
間
、
強



い
感
動
体
験
、
或
は
持
続
的
な
感
情
緊
張
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
第
二
は
、
こ
れ
ら
の
緊
張
が
何
ら
か
の
理
由
で
俄
か
に
解
消
乃

至
頓
座
し
た
直
後
の
発
病
が
多
い
点
で
あ
り
、
第
三
は
、
著
し
く
急

性
に
発
病
す
る
こ
と
、
例
え
ば
、
或
る
病
例
は
「
頭
痛
が
し
て
一
晩

眠
つ
て
醒
め
る
と
、
こ
の
状
態
で
し
た
」
と
訴
え
て
お
り
、
症
状
は

す
で
に
そ
の
初
期
か
ら
強
烈
で
あ
る
。

に
符
合
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
私

の
「
離
人
症
」
の
原

。
」
（
田
村
）

因
は
、
人
肉
食
と
い
う
満
た
さ
れ
得
ぬ
飢
渇
を
い
だ
か
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
こ
と
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

四
「
離

人
症

」
と

ベ
ル

グ
ソ

ン

『
心
理
臨
床
大
事
典
』
の
「
精
神
分
裂
病
」
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が

見
ら
れ
る

。
(
本
文
中
の
仏
語
は
全
て
省
略
し
た
)

こ
の
ほ
か
、
と
り
わ
け
ベ
ル
グ
ソ
ン

の
影
響
を
受
け

B
erg

so
n
,H
.

た
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー

は
分
裂
病
の
基
本
障
害
を
現

M
in
k
o
w
sk
i,E

.
、

「

実
と
の
生
け
る
接
触
の
喪
失
」
と
し
「
生
き
ら
れ
た
時
間
」
で
あ

、

る
人
格
の
躍
動
性
を
失
い

、
そ
の
反
応
と
し
て
病
的
合

(
貧
し
い
自
閉
)

理
主
義
、
病
的
幾
何
学
主
義
な
ど
の
空
間
的
思
考
に
頼
り
、
さ
ら
に

精
神
的
な
常
同
症
が
起
こ
る
と
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
記
述
を
引
用
す
る
ま
で
も
な
く
「
離
人
症
」
と
ベ
ル
グ

、

(
『
ベ

ソ
ン
の
つ
な
が
り
の
密
接
さ
は
う
か
が
え
よ
う
「
時
間
と
自
由
」

。

に
は
「
耳
も
と
で
発
射
さ
れ

ル
グ
ソ
ン
全
集
１
』
平
成
十
三
年
十
月
・
白
水
社
)

た
大
砲
の
音
と
か
、
突
然
点
ぜ
ら
れ
た
ま
ば
ゆ
い
光
と
か
は
、
わ
れ
わ
れ

か
ら
一
瞬
の
あ
い
だ
人
格
意
識
[
自
我
意
識
]
を
う
ば
い
さ
る
。
こ
の
状
態

は
そ
の
素
質
の
あ
る
人
の
場
合
に
は
長
く
つ
づ
く
こ
と
さ
え
起
こ
り
う

(
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
２
』
平

る
」
と
い
っ
た
記
述
が
あ
り
「
物
質
と
記
憶
」

、

に
は
「
視
覚
的
記
憶
を
保
存
す
る
だ
け
で
は
、
た

成
十
三
年
十
月
・
白
水
社
)

と
え
意
識
的
に
そ
れ
を
行
な
う
と
し
て
も
、
類
似
し
た
知
覚
の
再
認
に
は

不
十
分
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
反
対
に
、
シ
ャ
ル
コ
の
研
究
に
よ
る
視

覚
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
完
全
に
蝕
ま
れ
た
典
型
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
症
例

で
は
、
知
覚
の
再
認
が
す
べ
て
消
滅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
報
告
を

綿
密
に
読
め
ば
容
易
に
そ
の
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
患
者
は
な
る
ほ
ど

故
郷
の
町
筋
の
名
を
言
う
こ
と
も
方
角
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ

、
。

、
た
と
い
う
点
で
は
そ
れ
ら
を
も
は
や
再
認
し
て
い
な
い
し
か
し
彼
は

そ
れ
が
町
で
あ
り
、
家
が
見
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
の

。
。

、
だ
彼
は
も
は
や
妻
子
を
再
認
し
な
か
っ
た
し
か
し
彼
ら
を
認
め
つ
つ

婦
人
や
子
供
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
の
べ
る
こ
と
は
で
き
た

「
ピ
エ
ー
ル

」
、

・
ジ
ャ
ネ
が
記
述
し
た
人
格
分
裂
症

「
若
干
の
精
神
病
患
者
が
、
彼
ら

」
、

の
発
病
に
つ
い
て
あ
た
え
て
い
る
記
述
を
読
む
と
よ
い
。
彼
ら
は
し
ば
し

ば
奇
異
の
感
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
「
非
現
実
」
感
を
経

験
し
、
あ
た
か
も
知
覚
さ
れ
る
事
物
が
彼
ら
に
と
っ
て
は
起
状
も
堅
固
さ

も
失
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
の
が
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
な
ど
の
記
述

音
」

、「

」「
」
「

」
響
は
依
然
き
こ
え
て
い
る
が
解
釈
で
き
な
い

精
神
聾
や
精
神
盲

へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。



そ
し
て
「
純
粋
持
続
」
や
「
純
粋
知
覚

「
純
粋
記
憶
」
だ
が
「
時

、
」
、

、

間
と
自
由

「
物
質
と
記
憶
」
に
は
、

」
、

・
ま
っ
た
く
純
粋
な
持
続
と
は
自
我
が
生
き
る
こ
と
に
身
を
ま
か
せ
、

現
在
の
状
態
と
そ
れ
に
先
行
す
る
諸
状
態
と
の
あ
い
だ
に
境
界
を
設

け
る
こ
と
を
差
し
ひ
か
え
る
場
合
に
、
意
識
の
諸
状
態
が
と
る
形
態

で
あ
る

。
と
こ
ろ
が
、
空
間
の
観
念
に
な
じ
ん
で
い
て
、
そ
れ

(
略
)

、
、

に
取
り
つ
か
れ
て
さ
え
い
る
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
と
意
識
し
な
い
で

純
粋
の
継
起
を
思
い
う
か
べ
る
際
に
空
間
を
導
入
し
て
し
ま
う
。
わ

れ
わ
れ
は
意
識
の
諸
状
態
を
、
も
は
や
そ
れ
ら
の
状
態
相
互
の
中
に

で
は
な
く
、
並
び
合
う
も
の
と
し
て
、
同
時
に
知
覚
で
き
る
よ
う
な

ぐ
あ
い
に
並
置
す
る
。
要
す
る
に
、
空
間
の
中
に
時
間
を
投
影
し
、

持
続
を
延
長
[
広
が
り
]
と
し
て
あ
ら
わ
す
の
で
、
継
起
と
は
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
、
各
部
分
が
相
互
に
浸
透
す
る
こ
と
な
し
に
隣
接
し
て

い
る
よ
う
な
、
持
続
し
た
線
と
か
鎖
の
形
を
も
つ
も
の
と
な
る
。
こ

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
も
は
や
継
起
的
で
は
な
く
同
時
的
な
後
、
先

の
知
覚
を
含
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
継
起
に
は
相
違
な
い
が
し
か
も

た
だ
一
つ
の
同
じ
瞬
間
内
に
入
り
き
れ
る
よ
う
な
継
起
が
あ
る
と
考

(
略
)

え
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
ろ
う
と
言
う
こ
と
、
に
注
目
し
よ
う
。

純
粋
持
続
と
は
、
質
的
変
化
の
継
起
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い

、
、

、
は
ず
で
あ
り
そ
れ
ら
の
変
化
は
は
っ
き
り
し
た
輪
郭
も
も
た
ず

お
互
い
に
対
し
て
外
在
化
す
る
傾
向
も
も
た
ず
、
数
と
の
あ
い
だ
に

い
か
な
る
血
の
つ
な
が
り
も
も
た
ず
に
、
融
合
し
合
い
、
浸
透
し
合

(
略
)

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
純
粋
の
異
質
性
で
あ
ろ
う
。

持
続
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
普
通
の
考
え
方
が
純
粋
意
識
の
領

域
内
へ
空
間
が
し
だ
い
に
侵
入
し
て
く
る
こ
と
に
左
右
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
は
っ
き
り
示
す
事
実
は
、
自
我
か
ら
等
質
的
時
間
を
知

覚
す
る
能
力
を
取
り
去
る
た
め
に
は
、
自
我
が
自
己
の
調
整
機
構

と
し
て
利
用
し
て
い
る
心
的
事
象
の
比
較
的
表
面
的
な
あ
の
層
を
、

自
我
か
ら
取
り
去
る
だ
け
で
事
足
り
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

夢
は
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
よ
う
な
状
態
に
置
く
。
な
ぜ
な
ら

眠
り
は
、
身
体
器
官
の
機
能
を
ゆ
る
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に

自
我
と
外
的
事
物
と
の
あ
い
だ
の
交
流
面
を
変
容
さ
せ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
と
き
持
続
は
も
は
や
計
測
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
感

じ
ら
れ
る
も
の
と
な
り
、
量
か
ら
質
の
状
態
に
立
ち
も
ど
る
。
流

れ
た
時
間
の
数
学
的
測
定
は
も
は
や
行
な
わ
れ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
本

能
と
同
様
に
ひ
ど
い
あ
や
ま
り
も
お
か
す
が
、
ま
た
し
ば
し
ば
並

は
ず
れ
た
確
実
さ
を
も
っ
て
働
く
こ
と
も
で
き
る
漠
然
と
し
た
一

つ
の
本
能
に
、
そ
の
席
を
ゆ
ず
る
。
目
覚
め
て
い
る
状
態
に
お
い

て
も
日
常
の
経
験
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
質
的
持
続
、
意
識

が
直
接
に
到
達
す
る
持
続
、
動
物
が
た
ぶ
ん
知
覚
し
て
い
る
持
続

と
、
い
わ
ば
物
質
化
さ
れ
た
時
間
、
空
間
内
に
展
開
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
量
と
な
っ
た
時
間
、
と
の
あ
い
だ
を
区
別
す
る
こ
と
を

（
時
間
と
自
由
）

教
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

「
」

・
実
際
に
は
、
記
憶
に
浸
さ
れ
な
い
知
覚
と
い
う
も
の
は
な
い
。
私
た

ち
は
、
自
分
の
感
官
の
直
接
的
な
現
在
の
所
与
に
、
過
去
の
経
験
の

無
数
の
断
片
を
配
合
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
こ
の
記
憶
は
私
た
ち
の



現
実
の
知
覚
を
押
し
の
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
私
た
ち
が

こ
の
知
覚
か
ら
残
し
て
お
く
も
の
は
、
若
干
の
指
示
、
古
い
イ
マ
ー

ジ
ュ
を
思
い
出
さ
せ
る
た
め
の
単
な
る
「
記
号
」
に
す
ぎ
な
い
。
そ

の
か
わ
り
に
知
覚
は
た
や
す
く
て
手
っ
と
り
早
い
も
の
に
な
る
。
し

、
。

か
し
こ
れ
が
も
と
で
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
錯
覚
も
ま
た
生
じ
て
く
る

こ
の
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
私
た
ち
の
過
去
に
浸
透
さ
れ
た
知
覚
の
代

わ
り
に
、
成
人
の
完
成
さ
れ
た
意
識
の
も
つ
知
覚
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
現
在
の
中
に
と
じ
こ
も
り
、
他
の
す
べ
て
の
仕
事
を
斥
け
つ

つ
、
ひ
た
す
ら
外
界
の
対
象
に
適
合
す
る
こ
と
に
余
念
の
な
い
場
合

に
も
つ
で
あ
ろ
う
よ
う
な
知
覚
を
考
え
た
と
て
、
そ
れ
で
い
っ
こ
う

さ
し
つ
か
え
な
い
。
ひ
と
は
、
私
た
ち
が
か
っ
て
な
仮
設
を
拵
え
て

い
る
と
か
、
個
人
的
な
偶
然
的
要
素
を
と
り
去
っ
て
得
ら
れ
た
こ
の

理
想
的
知
覚
は
、
も
は
や
現
実
と
は
少
し
も
合
致
し
な
い
と
言
う
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ま
さ
に
私
た
ち
が
示
そ
う
と
思
う
の
は
、
個

人
的
な
偶
然
的
要
素
と
は
こ
の
非
人
格
的
知
覚
に
接
木
さ
れ
る
も
の

だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
知
覚
が
、
事
物
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
認
識

の
ま
さ
し
く
基
礎
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
誤
認
し
、
記
憶
力

が
加
減
す
る
も
の
か
ら
そ
れ
を
区
別
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
こ
そ
、

ひ
と
は
知
覚
全
体
を
、
強
度
が
ま
さ
る
点
で
し
か
記
憶
と
異
な
ら
な

い
よ
う
な
一
種
の
内
的
で
主
観
的
な
観
照
に
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
な
の
だ
。

さ
し
あ
た
り
知
覚
を
、
具
体
的
で
複
雑
な
私
の

(
略
)

知
覚
、
す
な
わ
ち
私
の
記
憶
に
充
た
さ
れ
て
い
つ
も
な
ん
ら
か
の
持

続
の
厚
み
を
示
す
知
覚
と
は
解
し
な
い
よ
う
に
願
い
た
い
。
そ
う
で

は
な
く
て
純
粋
知
覚
、
す
な
わ
ち
事
実
上
で
は
な
く
む
し
ろ
権
利
上

存
在
す
る
知
覚
と
解
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
私

の
い
る
場
所
に
お
り
、
私
同
様
に
生
き
て
い
る
存
在
が
、
現
在
の
内

に
没
入
し
、
あ
ら
ゆ
る
形
の
記
憶
力
を
排
し
て
、
物
質
の
直
接
的
か

つ
瞬
間
的
な
観
照
を
獲
得
し
う
る
場
合
に
も
つ
で
あ
ろ
う
よ
う
な
知

（
「

」
）

覚
で
あ
る
。

物
質
と
記
憶

・
諸
観
念
、
す
な
わ
ち
記
憶
力
の
奥
底
か
ら
よ
び
起
こ
さ
れ
る
純
粋
記

憶
は
、
展
開
し
て
記
憶
心
像
と
な
り
、
次
第
に
運
動
的
図
式
の
中
に

は
ま
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
記
憶
は
、
い

っ
そ
う
完
全
な
、
具
体
的
な
、
意
識
的
な
形
を
と
れ
ば
と
る
ほ
ど
、

ま
す
ま
す
知
覚
と
融
合
す
る
傾
向
が
あ
り
、
知
覚
は
そ
れ
ら
を
ひ
き

(
略
)

よ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
は
知
覚
か
ら
枠
組
を
採
用
す
る
。

一
方
で
は
、
じ
っ
さ
い
、
完
全
な
知
覚
は
、
私
た
ち
が
そ
れ
を
迎

え
つ
つ
投
げ
か
け
る
記
憶
心
像
と
の
癒
着
に
よ
っ
て
の
み
規
定
さ

れ
、
ま
た
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
で
こ
そ
注
意
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ

け
で
、
し
か
も
注
意
が
な
け
れ
ば
、
機
械
的
反
応
に
伴
う
感
覚
の
受

動
的
並
置
が
あ
る
の
み
だ
。
し
か
し
他
方
で
は
、
も
っ
と
先
で
明
ら

か
に
す
る
よ
う
に
、
記
憶
心
像
自
体
は
純
粋
記
憶
の
状
態
に
還
元
さ

れ
る
限
り
、
無
力
な
も
の
に
留
ま
る
だ
ろ
う
。
こ
の
記
憶
は
潜
在
的

で
あ
り
、
そ
れ
を
引
き
よ
せ
る
知
覚
に
よ
っ
て
の
み
現
実
的
と
な
り

。
、

、
う
る
そ
れ
は
無
力
で
あ
っ
て
現
在
の
感
覚
へ
と
物
質
化
し
つ
つ

（
「

」
）

そ
こ
か
ら
生
命
と
力
を
借
り
る
の
だ
。

物
質
と
記
憶

（
知
覚
）

（
分
節

と
あ
る
「
純
粋
持
続
」
は
「
離
人
症
」
の
〈
②
風
景

の
。



不
統
一
性
⑪
時
間
軸
の
欠
如
と

純
粋
知
覚
は
⑪

的
・
言
語
的
）

、
〉
、「

」
〈

（
時
間
軸
を
も
た
な
い

時
間
軸
の
欠
如
、
そ
の
よ
う
な
形
で
の
記
憶
の
蓄
積

記
憶

（
記
憶
そ

）、
④
自
分
の
記
憶
と
感
じ
ら
れ
な
い
が
故
の
記
憶
の
喪
失

）
（

）
の
も
の
は
残
っ
て
い
る
が
用
い
難
い

知
覚

〉
、「

」
〈

と
純
粋
記
憶
は
②
風
景

の
不
統
一
性
、
⑪
時
間
軸
の
欠
如
、
そ
の
よ
う
な
形

（
分
節
的
・
言
語
的
）

で
の
記
憶
の
蓄
積

、
④
自
分
の
記
憶
と
感
じ
ら

（
時
間
軸
を
も
た
な
い
記
憶
）

れ
な
い
が
故
の
記
憶
の
喪
失

〉
（
記
憶
そ
の
も
の
は
残
っ
て
い
る
が
用
い
難
い
）

と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
こ
れ
ら
を

(
そ
れ
は
我
々
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

現
実
に
は
あ
り
得
ぬ
も
の
と
し
て
い
る

が
「
離
人
症
」
の
「
私
」

は
そ
の
体
現
者
と
は
考
え
ら
れ
な

う
)

(
田
村
)

、

い
だ
ろ
う
か
。

(
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
６
』
平
成
十
三

さ
ら
に
「
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
」

、

に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

年
十
月
・
白
水
社
)

こ
の
科
学
は
最
初
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
科
学
の
と

ら
え
る
宇
宙
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
、
こ
の
科
学
の
支
配
す
る
延
長
や

持
続
は
、
全
体
の
こ
の
一
部
に
す
ぎ
な
い

今
日
で
は
、
わ
れ

。
（
略
）

わ
れ
は
、
原
初
的
信
仰

今
日
の
科
学
が
、
そ
の
知
っ
て
い
る

―

も
の
、
お
よ
び
知
ろ
う
と
望
ん
で
い
る
す
べ
て
の
も
の
で
、
覆
い

か
く
し
て
い
る
原
初
的
信
仰

を
ふ
た
た
び
見
い
だ
す
た
め
に

―

は
、
ど
う
し
て
も
内
観
の
努
力
を
力
強
く
こ
こ
ろ
み
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る

わ
れ
わ
れ
が
気
楽
で
い
ら
れ
る
た
め
に
は
、
現
実

。
（
略
）

の
総
体
の
な
か
で
く
っ
き
り
と
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
る

出
来
事
が
、
あ
る
意
図
に
衝
き
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
見
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
事
実
、
自
然
的
で
原
初
的
な
確
信
は
、
そ
う
し
た

も
の
で
あ
ろ
う

出
来
事
は
、
わ
れ
わ
れ
の
願
い
を
か
な
え
る

。
（
略
）

だ
け
の
人
格
を
も
た
ぬ
し
、
わ
れ
わ
れ
の
命
令
に
従
う
に
は
人
格

を
も
ち
す
ぎ
て
い
る
。
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
、
容
易
に
、

出
来
事
を
こ
の
い
ず
れ
か
の
方
向
に
押
し
す
す
め
る
だ
ろ
う
。
事

実
、
本
能
の
圧
力
に
よ
っ
て
、
仮
構
機
能
と
い
う
想
像
の
形
式
が
、

知
性
そ
の
も
の
の
内
部
に
出
現
し
た
。
仮
構
機
能
は
、
そ
の
働
く

ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
原
初
的
に
描
き
出
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
基

礎
的
人
格
に
よ
っ
て
、
神
話
の
神
々
の
ご
と
く
し
だ
い
に
高
ま
っ

て
行
く
神
々
や
、
単
な
る
精
霊
の
よ
う
に
し
だ
い
に
低
い
も
の
に

な
る
神
性
や
、
さ
ら
に
は
、
心
理
的
起
源
の
う
ち
か
ら
た
だ
一
つ

の
特
性

純
粋
に
機
械
的
で
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
欲
望
に
屈
し
、

―

わ
れ
わ
れ
の
意
志
に
し
た
が
う
よ
う
な
特
性

し
か
保
持
し
な

―

い
力
を
さ
え
、
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
。

「
延
長
」
や
「
持
続
」
を
特
徴
と
す
る
「
科
学
」
は
〈
出
来
事
は
あ
る

、

意
図
に
よ
っ
て
つ
き
動
か
さ
れ
て
い
る
〉
と
す
る
原
初
的
な
信
仰
を
押
し

の
け
て
し
ま
う
。
そ
の
「
科
学
」
を
取
り
払
い
、
知
性
の
中
の
仮
構
機
能

（
禁
じ
た
り
予
防
し
た
り

を
働
く
ま
ま
に
す
る
こ
と
で
、
神
話
の
中
の
神
々
「

あ
る
い
は
罰
し
た
り
す
る
た
め
に
出
現
す
る
神
」
や
「
警
戒
的
で
復
讐
的
な
神
」
等
。
神

に
つ
い
て
は
「
魔
術
的
な
力
や
祈
り
が
さ
し
向
け
ら
れ
る
神
々
は
、
知
性
を
照
ら
す
た

、

め
よ
り
も
意
志
を
さ
さ
え
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
あ
る
中
間
的
な
も
の
か
ら
、
下
と
上
に

分
か
れ
て
生
じ
た
の
で
あ
る

神
は
一
人
の
人
物
で
あ
る
神
は
長
所
も
欠
点
が
あ

、
」
、「

。
、

（
マ

マ
）

れ
ば
、
性
格
も
そ
な
え
て
い
る
。
名
前
も
も
っ
て
い
る
。
神
は
他
の
神
々
と
一
定
の
関
係



を
保
持
し
て
い
る
。
神
は
さ
ま
ざ
ま
の
重
要
な
機
能
を
果
た
し
、
と
り
わ
け
、
そ
の
機
能

、
」（

「
」

）
を
果
た
す
の
は
そ
の
神
だ
け
で
あ
る

い
ず
れ
も
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
よ
り

等
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
引
用
を
要
約

と
い
っ
た
記
述
が
見
ら
れ
る
）

す
る
と
以
上
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。
座
標
空
間
を
考
え
出
し
た

（
物
質
の
本
質
は
数
値
化
・
均
質
化
さ
れ
た
空
間
の
中
で
拡
が

デ
カ
ル
ト
の
「
延
長

」
が
、
そ
の
中
で
は
物
質
の
本
質
が
「
延
長
」
で
は
な
く

り
を
も
つ
こ
と
）

な
る
よ
う
な
神
的
世
界
を
消
し
去
り
、
私
の
い
る
空
間
に
同
時
に
精
霊
や

キ
ツ
ネ
の
霊
の
よ
う
な
も
の
が
い
る

と
い
っ
た
考
え
方

（
キ
ツ
ネ
憑
き
等
）

（
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
時
間
を
平
面

も
駆
逐
し
、
数
値
化
・
均
質
化
さ
れ
た
「
持
続

化
し
た

（
鬼
等
が
う
ご
め
く
特

）」
が
日
本
に
お
け
る
草
木
も
眠
る
丑
三
つ
時

等
の
時
間
観
を
払
拭
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、

殊
に
意
味
付
け
ら
れ
た
時
間
）

「
科
学
」
が
原
初
的
信
仰
を
覆
い
尽
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
も
う
な
ず

（
非
分
節

け
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
非
言
語
的

で
流
動
的

で
無
限
に
質
的

な
〈
純
粋
持

的
）

（
連
続
的
）

（
←
→
数
量
的
）

「

物
続
や
純
粋
知
覚

純
粋
記
憶

等
の
概
念
で
そ
の
科
学

」
「

」
、
「

」
〉

、
「

（

質
と
精
神
の
二
元
化
（
デ
カ
ル
ト
、
数
値
化
・
均
質
化
さ
れ
た
空
間
（
デ
カ
ル
ト
）
時

）

間
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
）
に
端
を
発
し
、
カ
ン
ト
が
感
性
（
時
空
間
的
認
識
）
と
悟
性
（
具
体

的
、
一
般
的
な
も
の
の
概
念
等
。
時
間
と
結
合
し
て
現
象
に
作
用

「
物
そ
の
も
の
」
等

）
、

の
概
念
を
用
い
て
体
系
的
に
ま
と
め
た
二
元
論
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
関
係
す
る
観
念
論
や

」
の
孕
む
矛
盾
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
た

「
純

唯
物
論
等
を
枠
組
と
す
る
）

。 4

粋
持
続
」
や
「
純
粋
知
覚

「
純
粋
記
憶
」
が
「
離
人
症
」
に
き
わ
め

」
、

、

て
近
い
と
す
れ
ば
「
野
火
」
の
「
私

は
「
離
人
症
」
に
な
る

、
」
（
田
村
）

（
物
語
と
し
て
の
「
野
火
」
の
前
半
に
は
「
自
然
」
の
中
に
規
則
性

こ
と
で
「
科
学

、

」
を
取
り
払
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
神
を

を
見
出
す
と
い
う
記
述
が
散
見
さ
れ
る
）

見
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
主
に
人
肉
食
に
関
わ
る
場
面

で
神
が
現
れ
る
の
は
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
先
の
「
道
徳
と
宗
教
の
二
源

泉
」
の
引
用
の
少
し
後
に
は
、

宗
教
が
神
神
と
い
う
偉
大
な
人
物
に
ま
で
高
ま
る
と
、
宗
教
は
か

れ
ら
の
姿
に
似
せ
て
精
霊
を
考
え
う
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
精

霊
は
低
い
段
階
の
神
々
だ
ろ
う

い
っ
そ
う
正
確
に
は
、
そ
れ

。
（
略
）

は
こ
の
恩
恵
的
働
き
の
永
遠
的
な
も
の
で

（
精
霊
の
こ
と
―
筆
者
注
）

あ
っ
た

た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
飲
み
水
を
注
ぐ
と
い
っ
た

。
（
略
）

行
為
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
行
為
は
事
物
の
う
ち

に
局
在
さ
れ
る
が
、
や
が
て
一
人
の
人
間
の
う
ち
に
局
在
さ
れ
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
行
為
は
、
固
有
の
、
独
立
し

た
存
在
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
行
為
が
限
り
な
く

つ
づ
く
な
ら
ば
、
そ
の
永
続
性
自
身
に
よ
っ
て
、
そ
の
行
為
は
、

人
が
そ
の
水
を
飲
む
水
源
の
、
人
々
を
生
気
づ
け
る
精
霊
と
し
て

う
ち
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う

死
者
の
魂
は
全
く
自
然
に

。
（
略
）

精
霊
の
中
に
入
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
死
者
の
魂
は
、
自
己
の
肉

体
か
ら
離
れ
て
も
、
決
し
て
そ
の
人
格
性
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
死
者
の
魂
は
、
精
霊
に
加
わ
る
と
、
必
然
的
に
精
霊
に

影
響
を
与
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
色
合
に
色
づ
け
し
て
、
精
霊
を
人
物

化
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
精
霊
た
ち
は
、
さ

ま
ざ
に
異
な
っ
て
は
い
る
が
一
点
に
収
斂
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
道
を

（
マ

マ
）

と
お
っ
て
、
つ
い
に
は
完
全
な
人
格
に
達
す
る
だ
ろ
う
。



と
あ
る
。
死
者
の
魂
は
精
霊

と
な
り
、
出
来
事
の

（
低
い
段
階
の
神
々
）

「
」

も
つ
意
図
そ
の
も
の
と
な
り
、
永
遠
に
生
き
続
け
る
。
こ
の
こ
と
も
、
神

の
出
現
と
と
も
に
「
私

の
死
の
観
念
が
〈
終
着
点
と
し
て
の

」
、

（
田
村
）

〉
〈

〉
。

死
か
ら
死
後
の
生
へ
と
変
わ
る
事
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

し
か
し
、
精
神
病
院
内
で
は
「
離
人
症
」
は
ほ
ぼ
回
復
し
て
い
る
と
考

、

（
私
は
さ
ら
に
、
そ
の
燃
え
る
籾
殻
や
草
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
煙
に
密

え
ら
れ
る
「

着
し
て
い
る
と
感
じ
る

三
九
死
者
の
書

と
あ
る
が

密
着
し
て
い
る
と
感

」（
「

」
）

、「
」
「

じ
る
（
解
釈
す
る
）
の
は
正
常
な
自
我
の
「
私
」
で
あ
ろ
う
「
密
着
し
て
い
る
」
と
い

」
。

う
い
さ
さ
か
不
自
然
な
表
現
は
、
そ
れ
ら
が
も
と
は
密
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
「
意
識
の
空
間
に
密
着
し
た
そ
れ
等
の
番
い
」
も
非

、

分
節
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ら
を
二
つ
に
分
け
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間
軸

上
に
配
置
す
る
作
業
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
〈
通
常
私
達
の
意
識
が
し

の
で
、

て
い
る
作
業
（
本
章
の
「
純
粋
持
続
」
に
つ
い
て
の
引
用
参
照
）
で
あ
る
）

〉

（
「

」
）

小
説
の
最
後
が
も
し
略

神
に
栄
え
あ
れ

「
（

）
」
、「

」
三
九

死
者
の
書

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
「
野
火
」
本
文
中
に
は
、
ベ
ル

。

グ
ソ
ン
の
名
前
が
二
ヶ
所
見
ら
れ

「
私
は
か
ね
て
ベ
ル

（
一
四

降
路

「
」
）、

」
、「

」
ク
ソ
ン
の
明
快
な
哲
学
に
反
感
を
持
っ
て
い
た
と
さ
え
あ
る
が

私

の
見
出
す
世
界
は
思
弁
的
な
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
そ
れ
に
酷
似

（
田
村
）

し
て
い
る
と
言
え
そ
う
だ
。

資
料
を
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
は
〈
意
味
の
源
泉

〈
性
質
を
際
立

、
〉
、

（
あ
る
い
は
思
考
枠
組

た
せ
る
た
め
の
比
較
の
対
象

〈
思
考
枠
組
の
源
泉

〉
、

を
形
成
す
る
た
め
の
議
論
の
対
象

さ
）

（
〉
、〈
思
考
枠
組
等
を
解
体
・
再
構
築
す
る

も
の
〉
等
、
様
々
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
『
人
格
喪
失
感

れ
る
）

、

』
に
せ
よ
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
せ
よ
、
も
っ
ぱ
ら
〈
意
味
の

（
離
人
症
）

源
泉
〉
と
し
て
用
い
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
関
し
て
は
、
お
よ
そ
実
証

不
可
能
な
思
弁
的
世
界
の
経
験
可
能
性
の
示
唆
と
い
う
意
味
で
、
わ
ず
か

に
〈
思
考
枠
組
等
を
解
体
・
再
構
築
す
る

も
の
〉
と
し
て
接

（
さ
れ
る
）

し
て
み
た
最
後
に
ど
の
よ
う
に
用
い
る
か
は
と
も
か
く
と
し
て

野
。

、
、「

火
」
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
と
の
間
に
大
な
り
小
な
り
つ
な
が
り
を
見
出
せ

（
「

」
る
事
柄
を
い
く
つ
か
列
挙
し
て
お
こ
う

い
ず
れ
も
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉

。
よ
り
）

・
社
会
的
自
我
と
個
人
的
自
我
と
の
間
の
葛
藤
か
ら
起
こ
る
道
徳
的
苦
悩

・
第
一
次
大
戦
の
兵
士
達
の
〈
大
砲
よ
り
も
銃
に
よ
っ
て
狙
わ
れ
る
方
が

恐
ろ
し
か
っ
た
〉
と
い
う
報
告

・
神
秘
家
が
神
秘
的
体
験
を
語
る
こ
と
と
愛

・
神
話
に
お
け
る
〈
物
理
的
秩
序

〉
と
〈
道
徳
的
秩

、
（

自
然
の
規
則
性

≒

）

序
、
社
会
的
秩
序

〉
と
の
間
の
境
界
の
曖
昧
さ

（
法
律
等
）

・
見
神
は
自
分
の
知
る
宗
教
が
教
え
る
観
念
に
依
存

・
仮
構
能
力
の
豊
か
な
ひ
ろ
が
り
か
ら
生
ま
れ
る
文
学

（
不
自
由
）

（
自
由
）

・
必
然

と
偶
然

・
神
に
捧
げ
る
祈
り

・
血
に
よ
る
、
神
と
の
つ
な
が
り
の
深
化

（
生
け
贄
の
）

・
同
書
に
見
ら
れ
る
様
々
な
神
の
紹
介

こ
の
他
に
も
つ
な
が
り
を
見
出
し
得
る
事
柄
は
あ
る
が
、
こ
の
く
ら
い
で

と
ど
め
て
お
く
。

五
お

わ
り

に



本
稿
で
は

〈
同
時
代
的
な
読
み
の
可
能

、
（
便
宜
上
の
区
分
だ
が
、
無
数
の
）

性
〈
作
者
の
意
図

、
あ
る

〉
、

〉
（
こ
の
二
つ
の
間
の
距
離
は
近
い
こ
と
も
あ
る
が
）

（
作
者
を
含
む
同
時
代
の
人
に
は
見
出

い
は
〈
今
日
の
私
達
の
読
み
の
可
能
性

、
）

（
）

し
得
ぬ
潜
在
的
な
文
脈

ｘ
軸

〉
〈

〉
の
中
の
同
時
代
的
な
読
み
の
可
能
性

と
「
離
人
症
」
と
い
う
中
心
・
テ
ー
マ

の
交
差
点
に
主
と
し
て

、
（
ｙ
軸
）

（
、

（
）

立
っ
て

こ
れ
ら
の
軸
は
用
い
た
資
料
や
理
論
本
稿
で
は
構
造
主
義
的
な
そ
れ
等

テ
ク
ス
ト
の
読
み
を
考
え
て
み
た
。
す
べ
て
の
作
品

と
関
係
し
て
い
よ
う
）

や
書
簡
を
基
礎
と
し
て
い
る
が
故
に
一
見
作
者
の
意
図
に
比
重
を
置
い
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
、
不
透
明
な
作
者
像
を
つ
く
っ
て
の
読
み
と
の
間
に

は
溝
が
あ
ろ
う
〈
女
性
の
描
写
一
つ
一
つ
の
間
の
差
異
を
切
り
捨
て
、

。

全
て
を
性
的
な
つ
な
が
り
の
対
象
と
捉
え
る
等
の
構
造
主
義
的
な
読
み

は
、
単
純
化
す
る
こ
と
で

細
か
い

（
一
つ
一
つ
の
描
写
の
、
そ
し
て
個
人
間
の
）

ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
消
す
が
ゆ
え
に
、
よ
り
幅
広
い
時
空
間
で
共
有
さ

〉
、

「
」

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
本
稿
は
翻
訳
文
学
と
し
て
の
野
火

（
離
人

を
考
え
る
上
で
も
意
味
が
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
機
会
が
あ
れ
ば
「

複
数
の
中
心
・
テ
ー
マ

を
も
つ
立
体
的

症
」
を
含
む
）

（
ｙ
軸
、
ｚ
軸
、
…
）

・
複
眼
的
な
読
み
を
試
み
「
野
火
」
を
よ
り
一
層
豊
か
な
も
の
に
し
た

、

い
。

【
注
記
】

「
私
（
田
村
）
が
書
い
て
い
る
今
。
記
述
は
そ
の
大
部
分
が
体
験
の
時
間
と
書
い

」

1て
い
る
今
に
ま
た
が
っ
て
は
い
る
が
。

『
記
憶
の
病
理
（
昭
和
二
十
九
年
十
二
月

み
す
ず
書
房
）
に
も
同
内
容
の
記
述

』

２
で
見
ら
れ
る
。

左
右
の
身
体
の
分
裂
に
つ
い
て
は
、
⑥
身
体
の
不
随
意
で
は
な
く
、
ヒ
ス
テ
リ
ー

３で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
指
摘
の
み
に
と
ど
め
る
。

「
物
質
と
記
憶
」
に
は
「
こ
の
い
わ
ゆ
る
等
質
的
時
間
は
、
他
の
と
こ
ろ
で
証
明

、

４を
試
み
た
よ
う
に
、
言
語
の
偶
像
で
あ
っ
て
、
容
易
に
そ
の
起
原
の
見
つ
か
る
仮
構

」
、「

、
で
あ
る

し
か
し
ま
さ
し
く
私
た
ち
が
二
元
論
を
極
端
ま
で
徹
底
し
た
こ
と
か
ら

。
私
た
ち
の
分
析
は
お
そ
ら
く
そ
の
相
矛
盾
し
た
諸
要
素
を
引
き
は
な
し
た
の
で
あ
る

そ
の
さ
い
一
方
で
は
純
粋
知
覚
の
理
論
、
他
方
で
は
純
粋
記
憶
の
理
論
が
、
非
延
長

と
延
長
、
質
と
量
と
の
間
に
、
接
近
の
道
を
準
備
す
る
こ
と
に
な
ろ
う

「
こ
の
よ

」
、

う
に
し
て
私
た
ち
は
、
長
い
回
り
道
を
へ
て
、
本
書
の
第
一
章
で
と
り
出
し
て
お
い

た
結
論
に
立
ち
も
ど
っ
て
く
る
。
す
で
に
の
べ
て
い
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
知
覚
は

元
来
精
神
で
は
な
く
む
し
ろ
事
物
の
内
に
、
私
た
ち
の
内
で
は
な
く
む
し
ろ
外
に
あ

る
。
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
知
覚
は
、
そ
れ
ぞ
れ
実
在
の
真
の
方
向
を
示
し
て
い
る
。

（
略
）
意
識
と
物
質
、
精
神
と
身
体
は
、
こ
う
し
て
知
覚
に
お
い
て
接
触
す
る
に
い

た
っ
た
。
し
か
し
こ
の
観
念
は
、
一
面
な
お
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
と
い

う
の
は
私
た
ち
の
知
覚
、
し
た
が
っ
て
ま
た
私
た
ち
の
意
識
は
、
こ
の
と
き
物
質
に

帰
せ
ら
れ
る
分
割
可
能
性
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
私
た

ち
が
二
元
論
的
仮
説
に
お
い
て
、
知
覚
さ
れ
る
対
象
と
知
覚
す
る
主
体
と
の
部
分
的

合
致
を
み
と
め
る
こ
と
に
お
の
ず
か
ら
反
発
す
る
わ
け
は
、
自
分
の
知
覚
に
は
不
可

分
の
統
一
を
意
識
す
る
の
に
、
対
象
は
と
い
う
と
、
本
質
上
、
限
り
な
く
分
割
可
能

な
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
と
で
、
意
識
は
延
長
的
多
様
に
直
面

し
つ
つ
、
ひ
ろ
が
り
の
な
い
感
覚
を
も
つ
と
い
う
仮
説
が
で
て
く
る
。
し
か
し
、
も

し
物
質
の
分
割
可
能
性
が
、
ま
っ
た
く
物
質
へ
の
私
た
ち
の
働
き
か
け
、
す
な
わ
ち

物
質
の
局
面
を
変
化
さ
せ
る
私
た
ち
の
能
力
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
物
質
そ
の



も
の
で
は
な
く
、
こ
の
物
質
を
う
ま
く
と
ら
え
る
た
め
そ
の
下
に
張
り
わ
た
す
空
間

に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
も
う
困
難
は
消
え
失
せ
て
し
ま
う
。
延
長
を
も
つ
物
質
は
、

全
体
と
し
て
考
察
す
れ
ば
意
識
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
が
平

衡
を
保
ち
、
補
い
合
い
、
中
和
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
私
た

ち
の
知
覚
の
分
割
不
可
能
性
を
呈
示
す
る
の
だ
（
略
）
ま
さ
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
私

。

た
ち
の
全
研
究
の
焦
点
を
な
す
問
題
、
す
な
わ
ち
精
神
と
身
体
の
統
一
の
問
題
が
、

あ
る
程
度
ま
で
解
明
さ
れ
る
。
二
元
論
的
仮
説
で
こ
の
問
題
が
や
っ
か
い
な
の
は
、

物
質
を
本
質
的
に
分
割
可
能
な
も
の
と
み
な
し
、
精
神
の
状
態
を
、
厳
密
に
ひ
ろ
が

り
の
な
い
も
の
と
み
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
に
両
項
の
連
絡
を
絶
っ
て
し
ま

う
と
こ
ろ
か
ら
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
こ
の
二
重
の
要
請
を
深
く
追
求
し
て
み

る
と
、
物
質
に
か
ん
し
て
は
、
具
体
的
な
不
可
分
の
延
長
と
そ
の
下
に
ひ
ろ
が
る
空

間
と
の
混
同
が
あ
り
、
同
じ
く
ま
た
精
神
に
か
ん
し
て
も
、
延
長
と
非
延
長
と
の
間

に
は
、
程
度
も
な
く
可
能
な
推
移
も
な
い
と
い
う
幻
想
的
観
念
が
そ
こ
に
発
見
さ
れ

る
」
と
あ
る
。

【
付
記
】

「
野
火
」
の
本
文
は
『
大
岡
昇
平
全
集
』
第
三
巻
（
平
成
六
年
十
一
月

筑
摩
書
房
）

に
拠
る
。
全
て
の
引
用
文
中
の
傍
線
（
野
火
」
本
文
に
限
ら
ず
）
は
筆
者
が
付
し
た
も

「

の
で
、
ル
ビ
等
は
省
略
し
、
漢
字
も
適
宜
新
漢
字
に
改
め
た
。

（
九
州
大
学
大
学
院
人
文
科
学
府
博
士
後
期
課
程
一
年
）


