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福
永
武
彦
の
中
篇
三
作
品
が
、
 
『
夜
の
三
部
作
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
ま
で
の
経
緯
に
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

い
て
は
、
こ
の
作
品
集
が
、
は
じ
め
て
一
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
際
の
序
文
に
明
記
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
 
「
冥
府
」
が
、
 
「
群
像
」
昭
和
二
十
九
年
四
、
、
七
月
号
に
発
表

さ
れ
、
 
「
深
淵
」
は
、
・
同
年
、
 
「
文
芸
」
の
十
二
月
号
に
載
っ
た
の
が
初
出
で
あ
る
。
第
三
丁

目
の
「
夜
の
時
間
」
は
、
翌
昭
和
三
十
年
、
 
「
文
芸
」
の
五
、
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
終

ら
ず
、
残
り
を
書
き
足
し
た
も
の
と
い
う
。
 
「
冥
府
」
は
、
他
の
作
品
と
あ
わ
せ
て
、
短
篇
集

の
『
冥
府
』
と
し
て
、
昭
和
二
十
九
年
八
月
、
 
「
深
淵
」
が
、
 
「
冥
府
」
と
合
本
に
な
っ
た

『
冥
府
・
深
淵
』
の
書
名
で
、
昭
和
三
十
一
年
三
月
と
そ
れ
ぞ
れ
出
版
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
夜
の
時
間
』
の
完
成
上
梓
は
、
昭
和
三
十
年
七
月
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ

れ
ら
三
作
品
の
発
表
か
ら
単
行
本
の
刊
行
が
、
足
か
け
三
年
、
実
質
的
な
時
間
と
し
て
は
、
ほ

ぼ
二
年
の
間
に
集
中
的
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
見
方
に
よ
れ
ば
、
作
者

に
お
け
る
主
題
や
方
法
の
成
熟
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

 
さ
て
、
同
じ
序
文
の
な
か
で
、
作
者
は
、
 
「
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
三
つ
の
小
説
で
あ
る
。
何

も
初
め
か
ら
連
作
の
つ
も
り
で
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
」
と
い
い
つ
つ
、
三
作
品
は
「
暗
黒

意
識
」
と
い
う
共
通
し
た
主
題
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
 
「
こ
の
三
つ
の
小
説
は
、

私
に
と
っ
て
『
夜
の
三
部
作
』
と
い
う
一
つ
の
作
品
な
の
で
あ
る
。
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
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れ
は
第
一
作
「
冥
府
」
の
発
表
か
ら
、
ほ
ぼ
十
五
年
を
経
過
し
た
の
ち
の
述
懐
と
い
う
こ
と
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
る
。
と
こ
ろ
が
、
第
三
作
「
夜
の
時
間
」
の
上
板
時
(
前
記
昭
和
三
十
年
七
月
)
の
附
記
中

で
、
 
「
こ
の
作
品
は
、
昨
年
度
に
僕
が
書
い
た
「
冥
府
」
及
び
「
深
淵
」
と
共
に
、
 
「
夜
の
三

部
作
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
中
篇
の
シ
リ
イ
ズ
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
作
者
は
す
で
に

言
及
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
作
「
冥
府
」
発
表
後
、
一
年
余
の
時
点
で
、
作
者
の
企

図
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
ら
三
篇
の
作
品
を
「
三
部
作
」
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
、
あ
る

程
度
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
は
じ
め
に
確
認
し

て
お
き
た
い
。

 
芸
術
作
品
と
い
う
も
の
、
そ
れ
が
創
造
さ
れ
て
、
い
っ
た
ん
作
者
の
手
を
離
れ
時
間
の
堆
積

を
経
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
、
意
味
づ
け
を
さ
れ
、
批
判
に
も
さ
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
芸
術
一
般
の
宿
命
の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

「
暗
黒
意
識
」
と
い
う
一
貫
し
た
主
題
の
ゆ
え
に
、
 
『
夜
の
三
部
作
』
と
し
た
、
と
い
う
の
が

作
者
の
口
吻
の
よ
う
で
あ
る
が
、
今
日
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
虚
心
に
読
み
す
す
め
る
と
き
、
単

に
主
題
の
共
通
性
や
一
貫
性
だ
け
で
は
律
し
さ
れ
な
い
、
三
作
を
貫
く
脈
絡
が
み
え
て
く
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
、
個
々
の
作
品
を
読
み
解
き
な
が
ら
、
 
『
夜
の
三
部
作
』
を
通
観
し
て
、

そ
の
視
点
か
ら
検
証
し
て
み
た
い
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
で
、
結
果
的
に
、
こ
の
方
法
に
つ
い
て

の
き
わ
め
て
意
識
的
な
作
家
、
福
永
武
彦
の
側
面
に
迫
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
の
が
、
小

稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
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二

 
第
一
作
の
「
冥
府
」
は
、
題
名
そ
の
ま
ま
に
、
死
後
に
そ
の
世
界
を
設
定
し
た
、
死
者
た
ち

の
物
語
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
作
者
が
序
文
で
、
 
「
幻
覚
化
」
し
た
「
抽
象
的
な
形
」
と

い
う
、
幻
視
に
よ
る
冥
界
を
描
い
た
も
の
で
、
冒
頭
か
ら
、
い
か
に
も
死
者
た
ち
の
世
界
ら
し

い
雰
囲
気
が
、
か
も
し
だ
さ
れ
て
い
る
。
全
体
は
、
 
「
昼
の
も
の
と
も
夜
の
も
の
と
も
つ
か
ぬ

黄
昏
の
よ
う
な
薄
明
」
に
お
お
わ
れ
て
お
り
、
 
「
時
間
は
そ
れ
自
身
の
進
行
を
持
た
な
い
」
よ

う
で
、
 
「
無
限
に
同
じ
時
刻
を
続
け
て
」
い
る
と
も
い
う
。
季
節
も
、
 
「
銀
杏
の
黄
ば
ん
だ
葉

が
、
二
三
枚
ひ
ら
ひ
ら
と
散
」
り
、
そ
れ
が
、
 
「
狭
い
露
地
に
絨
椴
の
よ
う
に
敷
き
つ
め
ら
れ
」

て
い
る
と
い
っ
た
晩
秋
の
感
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
時
間
も
季
節
も
、
変
化
と
進
行
を
と
め

て
お
り
、
天
候
で
さ
え
も
、
一
定
不
変
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
は
、
 
「
生
気
(
活
気
の
よ
う

な
も
の
)
」
 
「
生
活
」
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
。

 
第
一
行
目
か
ら
、
 
「
僕
は
既
に
死
ん
だ
人
間
だ
。
こ
れ
は
比
喩
的
に
言
う
の
で
も
、
寓
意
的

に
言
う
の
で
も
な
い
。
」
と
い
う
語
り
と
と
も
に
登
場
す
る
「
僕
」
な
る
人
物
は
、
ま
ず
「
歩

い
て
い
る
と
い
う
事
実
」
に
気
づ
く
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
、
 
「
僕
」
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、

こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
死
者
た
ち
が
、
す
べ
て
歩
い
て
い
る
。
後
で
「
僕
」
が
再
会
す
る
こ

と
に
な
る
「
自
殺
し
た
友
達
」
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
冥
界
で
は
、
通
行
人
は
、
 
「
歩

く
た
め
に
歩
い
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
 
「
目
的
と
か
、
希
望
と
か
い
う
も
の
は
な
い
」
 
「
歩

く
と
い
う
こ
と
が
此
所
で
は
存
在
な
の
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
「
僕
」
は
、
こ
う
し
た
歩
行
の
途
中
で
出
会
い
、
は
じ
め
て
会
話
を
か
わ
す
冥
府
の
人
間
、

自
称
「
教
授
」
の
あ
と
を
つ
い
て
い
っ
た
結
果
、
 
「
法
廷
」
に
出
席
す
る
破
目
に
な
る
。
こ
れ

ら
を
は
じ
め
と
し
て
、
 
「
僕
」
は
、
 
「
冥
府
」
一
篇
の
作
品
を
通
じ
て
、
全
五
回
の
出
廷
を
経

験
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
法
廷
」
で
は
、
検
事
と
も
弁
護
士
と
も
、
は

た
ま
た
陪
審
員
と
も
と
れ
る
役
割
り
で
、
そ
の
つ
ど
代
わ
る
七
人
の
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
と
し

て
、
被
告
の
裁
決
を
め
ぐ
っ
て
発
言
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
章
の
は
じ
め
の
要
約
を
さ
ら

に
い
い
か
え
れ
ば
、
 
「
冥
府
」
は
、
 
「
僕
」
な
る
人
物
の
、
死
後
の
世
界
で
の
「
地
獄
め
ぐ
り
」

な
ら
ぬ
「
法
廷
め
ぐ
り
」
を
中
心
に
展
開
す
る
物
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
同
じ
よ

う
な
「
僕
」
と
い
う
主
人
公
が
、
所
持
す
る
七
つ
の
鍵
で
、
人
間
世
界
の
比
喩
か
象
徴
と
も
と

れ
る
、
権
威
や
富
、
知
識
、
愛
、
老
い
な
ど
の
部
屋
を
あ
け
て
入
り
、
遍
歴
し
て
、
揚
句
の
は

て
に
死
に
落
ち
る
と
い
う
さ
ま
を
描
い
た
、
福
永
武
彦
の
異
色
の
処
女
短
篇
「
塔
」
を
想
起
さ

せ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
の
「
冥
府
」
は
、
そ
の
続
篇
か
と
思
わ
せ
る
ま
で
連
想
が
広
が
る
の
だ

が
、
こ
こ
で
は
、
福
永
武
彦
の
死
後
の
世
界
へ
の
関
心
が
、
な
ま
な
か
な
思
い
つ
き
な
ど
で
は

な
く
、
作
家
と
し
て
の
出
発
期
に
ま
で
そ
の
淵
源
を
求
め
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

を
指
摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

 
「
こ
の
法
廷
の
持
っ
て
い
る
意
味
は
何
の
こ
と
だ
ろ
う
。
」
と
は
、
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
僕
」

の
胸
中
に
し
ば
し
ば
去
来
す
る
疑
問
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
 
「
僕
」
は
、
か
つ
て
現
地
に
お
い
て
、

真
実
の
愛
を
傾
け
、
今
、
こ
の
冥
界
で
再
会
し
て
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ
た
「
踊
子
」
に
、
く

り
返
し
て
こ
の
問
い
を
発
す
る
が
、
彼
女
は
、
 
「
此
所
で
は
説
明
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い

る
。
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、
答
え
て
く
れ
な
.
 
い
。
と
こ
ろ
が
、
例
の
「
自
殺
し
た
友
達
」

は
、
そ
の
禁
を
破
っ
て
、
 
「
あ
れ
は
新
生
か
否
か
決
め
る
た
め
だ
。
」
と
教
え
て
く
れ
る
。
そ

う
し
た
作
中
人
物
の
応
答
は
ひ
と
ま
ず
お
く
と
し
て
、
こ
の
作
品
中
の
「
法
廷
」
と
は
、
被
告

と
し
て
の
死
者
た
ち
が
、
査
問
の
展
開
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
己
の
生
き
方
、
つ
ま
り
は
「
過

去
」
を
否
応
な
く
思
い
お
こ
さ
せ
ら
れ
る
場
で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
、
く
り
返
さ
れ
る
「
法
廷
」
の
様
子
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
ま
ず
、
人
定
尋
問
よ

ろ
し
く
「
被
告
の
身
分
」
が
確
認
さ
れ
る
。
各
被
告
に
は
、
生
前
の
生
き
方
に
応
じ
た
、
 
「
善

行
者
」
 
「
嫉
妬
し
た
者
」
 
(
情
熱
に
ほ
ろ
び
た
者
)
 
「
知
識
を
追
っ
た
者
」
 
「
自
殺
者
」
 
(
愚

劣
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
者
)
 
「
愛
し
す
ぎ
た
者
」
な
ど
と
い
う
、
 
「
此
所
」
で
の
名
前
(
呼

び
名
)
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
「
身
分
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
づ
い
て
、
 
「
死
の

状
況
」
 
「
死
の
準
備
」
、
時
に
は
「
生
の
意
義
」
ま
で
査
問
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
 
「
死
の
状

況
」
と
し
て
、
被
告
た
ち
の
陳
述
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
死
は
、
 
「
突
然
死
」
 
(
脳
溢
血
か
急
性
の

心
不
全
な
ど
を
思
わ
せ
る
死
)
二
人
殺
し
の
殺
人
罪
に
よ
る
「
刑
死
」
 
「
老
衰
死
」
 
(
ま
た
は

栄
養
失
調
に
よ
る
死
)
 
「
急
性
肺
炎
に
よ
る
病
死
」
 
(
ま
た
は
精
神
的
な
苦
し
み
に
よ
る
シ
ョ
ッ

ク
死
)
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
各
被
告
た
ち
の
弁
明
の
あ
と
、
判
決
が
下
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
生
や
死
が
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
と
い
う
理
由

に
よ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
の
被
告
は
、
 
「
秩
序
」
へ
の
「
新
生
」
が
却
下
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
み
て
く
る
と
、
こ
こ
に
い
う
「
法
廷
」
と
は
、
い
い
か
え
れ
ば
、
死
後
の
世
界

か
ら
逆
照
射
さ
れ
た
生
と
死
の
か
た
ち
が
究
明
さ
れ
る
場
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

 
主
要
な
場
面
と
し
て
の
「
法
廷
」
は
も
と
よ
り
、
こ
の
作
品
中
に
継
起
す
る
出
来
ご
と
と
か

か
わ
り
、
そ
れ
ら
を
観
察
し
て
、
一
種
の
進
行
役
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
「
僕
」
は
、
い
わ
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ

る
視
点
人
物
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
人
物
は
、
死
者
た
ち
の
群
れ
に
あ
っ

て
、
真
に
冥
界
の
人
間
に
な
り
き
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
書
き
出
し
の
「
僕
は
既
に
死
ん
だ

人
間
だ
。
」
と
い
う
わ
り
に
は
、
そ
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
 
「
法
廷
」

に
被
告
と
し
て
出
廷
し
、
 
「
義
務
」
と
し
て
の
自
分
の
「
過
去
」
に
立
ち
会
っ
て
思
い
出
す
と
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い
ヶ
経
験
は
、
今
の
と
こ
ろ
皆
無
で
あ
っ
て
、
生
前
の
記
憶
が
、
時
と
し
て
、
断
続
的
に
「
僕
」

を
よ
ぎ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
当
然
、
 
「
此
所
」
で
の
名
前
は
な
く
、
は
じ
め
に
出
会
っ

た
「
教
授
」
か
ら
、
 
「
余
計
者
」
と
い
う
仮
の
名
で
呼
ば
れ
る
結
果
に
も
な
っ
て
い
る
。
，
「
僕
」

は
こ
の
冥
界
で
の
巡
回
者
か
傍
観
者
、
精
々
、
外
ま
わ
り
の
案
内
者
の
役
割
り
し
か
与
え
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
の
玄
関
先
の
三
畳
を
借
り
た
「
教
授
」
と
も
、

妻
の
ぐ
ち
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
生
活
を
垣
間
み
る
だ
け
で
あ
り
、
・
二
三
度
出
会
っ
て
、
こ
の
世

界
の
示
唆
や
忠
告
を
受
け
る
「
自
殺
を
し
た
友
達
」
と
も
、
新
た
な
人
間
関
係
が
生
じ
る
わ
け

で
は
な
い
。

 
「
僕
」
が
中
学
生
の
と
き
、
真
に
愛
し
た
少
女
の
後
身
ら
し
い
、
こ
の
冥
界
の
「
踊
子
」
と

も
、
目
下
、
ア
パ
ー
ト
に
同
居
し
て
い
る
が
、
事
情
は
類
似
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
「
踊
子
」

だ
け
は
、
 
「
冥
府
」
の
「
法
廷
」
に
出
廷
す
る
全
被
告
の
五
人
の
な
か
で
、
唯
一
、
 
「
秩
序
」

へ
の
「
新
生
」
が
「
却
下
」
さ
れ
ず
、
認
め
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

点
に
言
及
し
て
、
た
と
え
ば
、
小
佐
井
伸
二
氏
は
、
福
永
武
彦
の
作
品
の
多
く
に
横
た
わ
る
も

の
と
し
て
、
オ
ル
ペ
ウ
ス
と
ユ
ウ
リ
ュ
デ
ィ
ケ
の
神
話
が
、
変
形
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
上

で
、
 
「
冥
府
」
中
の
こ
の
例
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
 
「
新
生
」
を

宣
告
さ
れ
た
「
踊
子
」
は
、
 
「
僕
」
の
前
か
ら
永
久
に
消
え
た
の
で
あ
る
と
解
す
る
の
だ
が
、

私
見
で
は
、
む
し
ろ
、
つ
づ
く
「
三
部
作
」
に
生
か
さ
れ
る
た
め
に
、
さ
し
あ
た
り
、
冥
界
か

ら
脱
出
し
た
と
と
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
視
点
人
物
た
る
「
僕
」
を
み
る
、
も
う
一
人
の
・
「
僕
」

の
眼
が
、
夢
を
み
る
こ
と
で
記
憶
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
場
面
で
、
時
折
現
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、

視
点
の
二
重
性
、
も
し
く
は
相
対
化
、
客
観
化
と
も
い
え
る
も
の
で
、
 
「
踊
子
」
の
消
失
を
め

ぐ
る
問
題
と
ど
も
に
、
後
述
の
総
摺
の
部
分
で
あ
ら
た
め
て
言
及
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
「

三

 
つ
づ
く
「
深
淵
」
は
、
 
「
わ
た
し
」
な
る
女
の
、
 
「
童
貞
マ
リ
ア
さ
ま
」
へ
の
呼
び
か
け
に

は
じ
ま
る
、
独
白
体
の
祈
り
と
、
そ
れ
と
交
互
に
挿
入
さ
れ
男
「
己
」
の
、
女
「
お
前
」
に
対

す
る
同
じ
く
独
白
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
末
尾
に
は
、
そ
の
と
お
り
の
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
は
と
に
か
く
、
作
者
が
、
序
文
で
「
深
淵
」
の
h
想
を
得
た
」
と
い
う
、
昭
和

二
十
二
年
四
月
四
日
付
東
京
※
※
新
聞
の
記
事
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
記
事
と
は
、
こ
の

作
品
の
主
要
な
舞
台
と
な
っ
て
い
る
、
 
「
閉
鎖
さ
れ
た
病
棟
内
の
空
家
」
で
、
 
「
人
目
を
忍
ぶ

生
活
を
続
け
て
み
た
男
女
が
謎
の
失
踪
を
遂
げ
」
た
。
つ
い
で
、
病
院
玄
関
前
の
防
空
壕
跡
か

ら
、
女
の
白
骨
死
体
が
発
見
さ
れ
た
が
、
相
手
の
男
は
行
方
不
明
、
 
「
奇
怪
な
殺
人
事
件
」
に

発
展
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
こ
の
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
出
自
、
閲
歴
、
同
棲
、
事
件
発
覚
に
至
る

ま
で
の
経
緯
を
簡
単
に
報
じ
た
、
い
さ
さ
か
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
も
の
で
あ
る
。

 
「
わ
た
し
」
の
祈
り
は
、
冒
頭
か
ら
、
 
「
わ
た
し
を
燃
し
続
け
て
来
た
信
仰
の
焔
も
、
今
や

将
に
消
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。
い
い
え
、
わ
た
し
が
自
ら
そ
の
焔
を
吹
き
消
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
す
。
」
と
い
う
、
最
後
の
時
点
か
ら
始
ま
.
 
っ
て
い
る
。
 
「
わ
た
し
」
に
は
「
罪
あ
る

者
、
天
主
さ
ま
の
第
六
誠
を
犯
し
た
者
」
と
い
う
罪
の
意
識
が
ま
ず
あ
り
、
今
、
 
「
悪
魔
に
誘

わ
れ
て
」
 
「
地
獄
に
通
じ
て
い
る
ば
か
り
」
の
「
道
を
踏
み
出
そ
う
」
と
し
て
い
る
、
と
も
い
っ

て
暗
黒
の
前
途
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
 
「
わ
た
し
の
自
由
を
彼
に
売
り
渡
し
、

魂
を
泥
に
委
ね
、
一
生
彼
の
奴
隷
と
な
っ
て
そ
の
あ
と
に
附
き
従
っ
て
行
こ
う
と
思
い
ま
す
。
」

と
い
う
決
意
の
披
渥
が
、
は
じ
め
に
置
か
れ
て
い
る
。

 
こ
の
祈
り
は
、
回
を
追
う
ご
と
に
、
女
学
校
卒
業
間
際
の
結
核
宣
告
に
よ
る
B
診
療
所
へ
の

入
所
に
始
ま
り
、
そ
こ
で
の
十
五
年
間
に
及
ぶ
療
養
生
活
、
快
復
後
、
都
下
の
同
じ
よ
う
な
療

養
所
へ
の
事
務
員
と
し
て
の
勤
務
の
経
過
が
述
べ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
勤
務
先
で
の
彼
と
の

出
会
い
と
愛
の
い
き
さ
つ
、
 
「
わ
た
し
」
を
手
中
に
す
る
た
め
に
、
彼
が
犯
し
た
放
火
事
件
、

そ
の
後
半
年
ほ
ど
の
彼
と
の
同
棲
生
活
に
い
た
る
ま
で
、
過
去
か
ら
の
閲
歴
が
語
ら
れ
る
。
む

ろ
ん
、
そ
れ
ら
は
、
単
な
る
出
来
ご
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ソ
リ
ッ
ク

へ
の
入
信
受
洗
を
は
じ
め
と
す
る
、
心
の
苦
悩
、
遍
歴
を
踏
ま
え
て
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ

る
。
 
「
火
を
つ
け
た
の
は
お
前
の
た
め
だ
嶋
お
前
が
罪
の
も
と
だ
。
」
と
い
う
男
の
こ
と
ば
を

き
っ
か
け
に
、
魂
の
犯
し
た
罪
の
深
さ
を
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
彼
女
は
、
い
わ
ば
二
重
の
罪

の
意
識
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、
彼
の
魂
を
救
お
う
と
し
て
果
た
さ
ず
、
終
始
、
 
「
深
淵
の
よ
う

な
」
彼
の
眼
に
見
つ
め
ら
れ
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
る
。
祈
り
の
最
後
の
部
分
で

は
、
彼
と
の
愛
の
き
ず
な
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
逃
げ
ら
れ
な
い
ま
ま
、
 
「
わ
た
し
は
彼
に
縛

ら
れ
、
彼
は
わ
た
し
に
縛
ら
れ
て
い
る
」
と
い
い
、
 
「
獣
」
ぱ
も
「
人
非
人
」
に
で
も
な
っ
て
、

「
彼
と
一
緒
に
、
彼
の
行
く
と
こ
ろ
に
従
っ
て
つ
い
て
行
か
な
け
れ
」
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
暗

い
深
淵
」
に
陥
っ
て
い
る
と
自
覚
し
て
い
る
。
ま
た
、
 
「
信
仰
」
と
「
魂
」
と
を
捨
て
さ
っ
た

「
わ
た
し
」
に
は
、
 
「
こ
れ
か
ら
は
彼
が
私
に
と
っ
て
の
神
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
い
う

こ
と
に
落
ち
着
く
の
で
あ
る
。

，
一
、
方
、
 
「
己
」
な
る
男
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
 
「
い
つ
だ
つ
て
飢
え
て
い
た
」
 
「
思
い
出

す
限
り
飢
・
え
て
来
た
」
と
い
う
ほ
ど
「
飢
・
善
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
そ
の
「
飢
え
」
は
、
食
べ
も
の
を
求
め
る
胃
袋
の
そ
れ
を
さ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

愛
す
る
女
「
お
前
」
も
，
「
飢
え
」
の
対
象
で
あ
り
、
・
自
分
に
も
分
か
ら
な
い
何
か
が
欲
し
く
な
っ

て
、
一
つ
と
こ
ろ
に
じ
っ
と
し
て
お
れ
ず
、
 
「
森
か
ら
森
へ
、
村
か
ら
村
へ
、
街
か
ら
街
へ
」
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さ
迷
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
、
一
種
の
衝
動
的
、
内
部
の
「
飢
え
」
の
持
主
で
あ
り
、
孤
独

者
で
も
あ
る
。

 
そ
の
「
飢
え
」
と
表
裏
一
体
を
な
し
て
こ
の
男
に
存
在
す
る
の
が
、
 
「
逃
げ
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
 
「
思
い
出
す
限
り
己
は
い
つ
も
逃
げ
て
い
た
。
」
 
「
己
の
飢
と
共
に
、

当
も
な
く
逃
げ
た
。
」
 
「
飢
は
己
に
逃
げ
う
と
命
じ
」
た
と
、
飢
え
に
劣
ら
ず
、
抜
き
差
し
な

ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
男
の
「
逃
げ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
な
行
動
の
上
で
た
ど
る

と
、
監
獄
か
ら
、
二
度
の
放
火
の
犯
行
か
ら
の
そ
れ
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
 
「
わ
た
し
」
な
る
女

ほ
し
さ
に
行
っ
た
二
度
目
の
放
火
の
あ
と
で
は
、
逃
亡
の
途
中
落
ち
こ
ん
だ
「
害
」
か
ら
救
っ

て
く
れ
た
猟
師
と
、
捕
ら
わ
れ
縛
ら
れ
た
縄
を
と
い
て
く
れ
た
そ
の
娘
か
ら
逃
げ
る
の
で
あ
る
。

こ
と
に
こ
の
娘
の
場
合
、
男
を
救
っ
た
こ
と
で
、
部
落
の
者
た
ち
か
ら
「
き
っ
と
殺
さ
れ
る
。
」

と
し
て
、
一
緒
に
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
と
必
死
に
く
り
返
し
頼
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
「
己

の
自
由
は
お
前
の
顔
や
、
微
笑
み
や
、
涙
や
、
口
説
な
ど
に
縛
ら
れ
る
」
 
「
己
は
己
」
 
「
お
前

は
余
計
者
」
 
「
お
前
は
己
の
邪
魔
」
な
ど
の
、
き
わ
め
て
利
己
的
な
理
由
で
、
そ
の
場
で
絞
殺

し
て
逃
亡
す
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
男
は
、
放
火
事
件
二
回
、
そ
し
て
二
度
の
殺
人
(
末
尾
の
新
聞
記
事
か
ら
、
 
「
わ
た
し
」

も
殺
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
)
を
犯
し
て
い
る
。
監
獄
か
ら
の
脱
走
、
逃
亡
の
場
面
が

語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
す
る
と
、
そ
れ
以
前
の
犯
罪
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
犯
行

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
る
 

を
重
ね
た
累
犯
者
で
あ
る
。
作
者
は
、
菅
野
昭
正
氏
と
の
対
談
の
な
か
で
、
福
永
文
学
は
、
総

じ
て
善
悪
の
人
間
の
ド
ラ
マ
で
、
悪
が
稀
薄
だ
と
い
う
指
摘
を
う
け
て
、
こ
の
『
夜
の
三
部
作
』

の
諸
篇
は
、
 
「
ぼ
く
に
す
れ
ば
、
悪
意
を
含
ん
だ
作
品
を
書
い
た
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
た

し
か
に
、
 
「
己
」
な
る
男
は
、
作
者
の
い
う
「
暗
黒
意
識
」
と
し
て
の
「
無
意
識
の
悪
意
」
を

備
え
た
人
物
で
、
 
「
わ
た
し
」
を
逃
げ
よ
う
に
も
逃
れ
ら
れ
な
い
「
暗
い
深
淵
」
に
引
き
ず
り

こ
ん
で
い
く
の
だ
が
、
刑
事
犯
的
な
犯
罪
者
と
し
て
も
悪
の
体
現
者
で
あ
る
。

 
「
己
」
は
さ
ら
に
、
 
「
わ
た
し
」
が
そ
の
祈
り
を
、
過
去
か
ら
の
重
荷
の
告
白
で
あ
る
か
の

よ
う
に
つ
づ
け
る
の
に
対
し
て
、
 
「
己
は
昔
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
己
に
と
っ

て
は
い
つ
も
こ
の
今
し
か
な
い
。
」
 
「
己
に
は
日
附
の
つ
い
た
過
去
と
い
う
も
の
は
な
い
」
と
、

過
去
の
意
味
も
重
味
も
、
そ
の
一
切
を
拒
否
す
る
人
物
で
あ
る
。
罪
の
意
識
も
、
ま
っ
た
く
な

い
ば
か
り
か
、
 
「
お
前
が
罪
の
も
と
だ
。
己
の
罪
は
お
前
か
ら
出
て
い
る
。
」
と
し
て
、
犯
行

の
罪
の
原
因
を
女
に
な
す
り
つ
け
て
は
ば
か
ら
な
い
。
 
「
神
」
も
「
魂
」
も
存
在
を
微
塵
も
認

め
な
い
か
ら
、
 
「
わ
た
し
」
な
る
女
の
説
く
信
仰
に
応
じ
る
は
ず
も
な
い
。
男
は
二
重
の
罪
を

意
識
し
背
負
い
こ
ん
で
生
き
る
女
と
は
、
対
局
的
な
と
こ
ろ
に
生
き
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
作
者
は
、
多
年
に
わ
た
る
多
病
の
経
験
者
で
あ
る
。
こ
と
に
長
期
の
結
核
療
養
者
の
絶
望
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

不
安
、
孤
独
、
そ
し
て
死
を
め
ぐ
る
意
識
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
随
想
「
病
者
の
心
」
に
、

こ
ま
や
か
に
つ
づ
ら
れ
て
お
り
、
作
品
中
で
は
、
こ
の
『
夜
の
三
部
作
』
以
前
に
も
、
 
『
草
の

花
』
の
主
人
公
汐
見
三
思
に
、
典
型
的
な
か
た
ち
で
造
型
さ
れ
て
い
た
。
十
五
年
間
も
の
結
核

療
養
経
験
の
持
主
で
あ
る
「
わ
た
し
」
も
、
同
じ
背
景
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
も
、
一
応
快
復

し
て
事
務
員
勤
め
を
す
る
彼
女
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
男
の
見
つ
め
る
「
眼
」
に
、
時
折
、
殺

意
を
感
じ
て
、
 
「
今
は
死
ぬ
こ
と
が
恐
ろ
し
い
以
上
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
恐
ろ
し
く
思
わ
れ
」

る
と
し
て
い
る
が
、
日
常
の
中
に
死
を
感
じ
と
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の

点
に
つ
い
て
も
、
男
は
「
己
た
ち
は
死
ぬ
時
は
死
ぬ
の
だ
。
秋
に
な
っ
て
蝶
が
死
に
、
虫
が
死

に
、
蜻
蛉
が
死
に
、
葉
っ
ぱ
が
死
ぬ
の
と
同
じ
こ
と
だ
。
」
 
「
己
に
と
っ
て
死
ぬ
の
は
何
で
も

な
い
。
」
と
、
ま
る
で
意
に
介
さ
ぬ
風
で
あ
る
。

 
か
り
に
こ
の
「
己
」
な
る
男
を
、
第
一
作
「
冥
府
」
の
「
法
廷
」
.
 
の
呼
び
名
に
し
て
み
る
と
、

ま
ず
、
 
「
飢
餓
者
」
 
「
逃
亡
者
」
で
あ
り
、
い
ず
れ
は
、
た
び
重
な
る
放
火
・
殺
人
に
よ
る
「
刑

死
者
」
と
い
う
の
が
「
死
の
状
況
」
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
、
一
見
、
 
「
冥
府
」
の
第
二
の

「
法
廷
」
に
登
場
す
る
、
妻
と
そ
の
愛
人
を
殺
し
た
「
嫉
妬
し
た
者
」
 
「
刑
死
者
」
に
似
て
い

る
が
、
悪
な
い
し
悪
意
の
体
現
者
と
し
て
、
視
点
人
物
の
一
人
と
し
て
、
ご
と
ご
と
に
対
照
的

な
人
物
「
わ
た
し
」
と
対
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
人
物
像
は
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
あ
る
。

 
ま
た
、
同
じ
く
視
点
人
物
で
あ
る
「
わ
た
し
」
は
、
 
「
冥
府
」
で
は
、
 
「
愛
に
と
ら
わ
れ
た

者
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
踊
子
」
の
再
生
、
後
身
と
な
る
。
長
期
療
養
者
だ
っ
た
(
？
)
と
思

わ
れ
る
前
作
の
「
僕
」
と
重
な
る
面
も
彷
彿
と
さ
せ
は
す
る
が
、
信
仰
者
と
し
て
、
 
「
か
つ
て

神
を
求
め
た
者
」
で
あ
る
こ
と
は
動
か
せ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
 
「
死
の
状
況
」
が
殺
人
に
よ

る
死
者
で
あ
る
点
と
と
も
に
、
 
「
冥
府
」
の
死
者
た
ち
の
世
界
に
は
、
つ
い
ぞ
登
場
し
な
か
っ

た
人
物
像
で
あ
る
。
か
く
て
逃
れ
よ
う
と
し
て
は
た
さ
ず
、
 
「
暗
い
深
淵
」
に
落
ち
こ
ん
で
殺

さ
れ
て
し
ま
う
「
わ
た
し
」
と
裏
腹
に
、
 
「
己
」
の
方
は
、
陥
っ
た
「
窓
」
か
ら
脱
出
す
る
比

喩
さ
な
が
ら
、
ま
す
ま
す
の
逃
亡
を
続
け
る
の
で
あ
る
。

四

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
三
作
目
の
「
夜
の
時
間
」
は
、
そ
の
刊
行
直
後
の
佐
伯
彰
一
氏
の
評
の
よ
う
に
、
 
「
ひ
と
り

の
男
と
ふ
た
り
の
女
と
、
そ
し
て
死
者
と
の
物
語
」
と
と
る
か
は
と
に
か
く
と
し
て
、
同
じ
く

佐
伯
氏
の
い
う
「
ふ
た
り
の
男
と
ひ
と
り
の
女
と
、
そ
し
て
死
者
と
の
、
あ
の
秘
話
」
と
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
を
連
想
さ
せ
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
清
水
孝
純
氏
な
ど
は
、

「
明
ら
か
に
『
心
』
の
福
永
版
な
の
だ
。
」
と
い
い
き
っ
て
い
る
。
人
物
の
構
図
と
し
て
は
、
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た
し
か
に
『
こ
こ
ろ
』
の
「
先
生
」
と
「
妻
」
に
配
す
る
に
「
不
破
雅
之
」
と
「
及
川
文
枝
」

と
い
う
一
組
の
男
女
が
登
場
す
る
し
、
自
殺
す
る
「
K
」
に
該
当
す
る
「
奥
村
次
郎
」
な
る
人

物
も
い
る
。
一
種
の
視
点
人
物
で
あ
り
、
語
り
手
で
も
あ
っ
て
、
 
「
先
生
」
の
死
後
、
そ
の
生

を
引
き
継
ぐ
こ
と
に
な
る
と
予
想
さ
せ
る
「
私
」
の
役
は
、
 
「
夜
の
時
間
」
で
は
、
 
「
井
ロ
冴

子
」
で
あ
る
。
佐
伯
氏
の
い
う
よ
う
に
、
こ
の
二
作
品
は
、
一
見
類
似
し
て
い
る
よ
う
で
、
対

照
が
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
な
か
で
も
大
き
な
相
違
点
は
、
過
去
の
自
分
の
エ
ゴ
や
罪
の

意
識
も
あ
っ
て
「
先
生
」
は
自
殺
す
る
が
、
 
「
夜
の
時
間
」
の
生
者
で
あ
る
ふ
た
り
の
男
女
は
、

逆
に
死
老
の
自
殺
の
原
因
を
あ
る
程
度
た
し
か
め
得
た
こ
と
で
、
捕
ら
わ
れ
て
い
た
「
過
去
」

か
ら
解
き
放
た
れ
、
愛
が
よ
み
が
え
っ
て
、
生
を
獲
得
す
る
ま
で
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。

 
さ
て
、
 
「
夜
の
時
間
」
に
は
、
物
語
の
本
篇
に
入
る
前
に
、
冒
頭
、
一
ペ
ー
ジ
余
り
に
わ
た
っ

て
予
備
と
し
て
の
序
か
、
結
び
と
し
て
総
括
か
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
る
。
い
く
ら
か
端
折
っ

て
い
え
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
 
「
人
間
は
誰
で
も
過
去
を
忘
れ
て
生
き
て
い

る
。
た
だ
、
手
応
え
の
あ
る
、
重
た
い
本
質
的
な
部
分
だ
け
は
、
意
識
の
底
に
沈
澱
し
て
記
憶

と
し
て
定
着
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も
月
日
の
経
過
や
項
末
な
日
常
の
繰
り
返
し
の
う
ち
に
忘
却
し

て
ゆ
く
。
人
間
は
過
去
を
思
い
詰
め
た
ま
ま
、
忙
し
い
日
常
を
生
き
て
は
行
け
ず
、
過
去
を
振

り
向
か
ず
に
、
刻
々
に
誕
生
す
る
現
在
の
み
を
見
詰
め
て
い
く
と
い
う
一
番
無
難
な
生
き
方
を

す
る
よ
う
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
人
々
に
と
っ
て
、
あ
る
瞬
間
に
、
失
わ
れ
た
と
思
っ
た

過
去
の
経
験
が
、
違
っ
た
方
向
か
ら
色
彩
を
帯
び
て
思
い
返
さ
れ
る
時
が
あ
り
、
そ
れ
が
異
常

な
重
み
を
も
っ
て
現
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
意
識
に
干
渉
し
、
時
間
は
未
来
に
向
っ
て
の
ろ
の

ろ
と
進
行
す
る
こ
と
を
止
め
る
と
、
同
時
に
過
去
に
も
湖
っ
て
行
き
始
め
る
。
終
っ
て
い
た
筈

の
こ
と
が
、
実
際
は
少
し
も
終
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
り
、
人
々
は
時
間
の
中
で
方
向
を
見
う

し
な
い
、
過
去
の
事
件
の
持
っ
て
い
た
本
当
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
考
え
込
む
。
」
と
い
う
の

で
あ
る
。

 
そ
れ
で
は
、
こ
こ
に
い
う
「
過
去
の
事
件
」
を
、
こ
の
「
夜
の
時
間
」
に
沿
っ
て
い
え
ば
ど

う
な
る
か
。
実
は
、
こ
の
物
語
の
現
在
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
四
年
前
、
主
人
公
不
破
雅
之
と

同
じ
く
、
大
学
の
医
学
部
学
生
で
あ
っ
た
友
人
奥
村
次
郎
が
自
殺
し
た
こ
と
で
あ
る
。
奥
村
は
、

不
破
を
介
し
て
の
、
及
川
文
枝
の
知
り
合
い
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
自
殺
の
特
異
な
点
は
、
ま
ず
、

奥
村
が
事
前
に
そ
の
計
画
を
も
ら
し
、
.
 
実
行
し
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
、
且
分
に
は
、
絶
望
も

な
く
、
不
安
も
な
く
、
か
つ
正
気
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
あ
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
『
悪
霊
』

中
の
人
物
ギ
リ
ー
ロ
フ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
人
神
思
想
」
、
 
「
神
は
い
な
い
、
従
っ
て
自
分
が
神

だ
」
と
い
う
こ
と
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
奥
村
は
、
人
間
が
死
を
恐
怖
す
る

の
ほ
、
死
が
不
可
解
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
生
を
充
分
生
き
て
い
な
い
こ
と
な
の
だ
と
も

い
っ
て
、
自
分
を
神
に
す
る
に
は
、
持
続
し
た
瞬
間
を
生
き
、
自
分
の
意
志
を
確
信
し
て
、
絶

対
自
我
を
信
じ
る
と
い
う
。
い
わ
ば
限
界
状
況
を
創
る
た
め
に
、
さ
る
秋
の
一
日
、
故
郷
伊
豆

の
一
族
の
海
辺
の
墓
地
に
行
っ
て
、
 
「
自
分
が
、
思
考
す
る
限
り
に
於
て
神
で
あ
る
と
分
か
っ

た
」
日
か
ら
、
 
「
百
日
目
に
自
殺
す
る
」
と
予
告
し
て
、
実
際
に
は
、
そ
の
予
定
の
一
月
前
に
、

下
宿
で
服
毒
自
殺
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
殺
決
行
の
前
夜
、
誘
わ
れ
て
下
宿
に
行
っ

た
及
川
文
枝
に
、
同
じ
よ
う
な
論
理
を
述
べ
、
死
を
ほ
の
め
か
す
。
そ
れ
か
ら
、
愛
を
三
つ
に

わ
け
て
、
誰
も
愛
せ
ず
、
愛
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
愛
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
暴
力
の
愛
し
か
な

い
と
し
て
、
み
ず
か
ら
の
自
殺
行
為
の
踏
み
台
に
す
る
か
の
よ
う
に
、
文
枝
を
暴
力
に
よ
っ
て

犯
し
て
し
ま
う
。

 
『
夜
の
時
間
』
は
、
現
在
、
内
科
医
と
し
て
病
院
勤
務
し
て
い
る
不
破
と
洋
裁
店
に
勤
め
る

デ
ザ
イ
ナ
ア
で
あ
る
文
枝
と
の
偶
然
の
再
会
か
ら
始
ま
る
。
と
こ
ろ
は
、
不
破
の
婚
約
者
で
あ

り
、
患
者
(
肺
の
区
域
切
除
手
術
後
、
自
宅
療
養
中
)
で
も
あ
る
井
口
冴
子
の
家
で
あ
る
。
そ

の
と
き
か
ら
、
こ
の
二
人
に
は
、
先
に
あ
ら
ま
し
こ
の
作
品
の
冒
頭
を
引
用
し
た
よ
う
な
「
過

去
」
が
、
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
た
と
え
ば
不
破
は
、
 
「
ま
る
で
過
去

の
さ
ま
ざ
ま
の
形
象
が
、
逡
音
を
立
て
て
彼
の
あ
と
か
ら
追
い
か
け
て
で
も
来
る
よ
う
に
」
感

じ
て
お
り
、
及
川
文
枝
に
と
っ
て
も
、
 
「
過
去
は
否
応
な
し
に
彼
女
に
追
い
縄
り
、
気
持
の
悪

い
生
き
も
の
の
よ
う
に
、
く
ね
く
ね
と
彼
女
に
纏
い
つ
い
て
離
れ
」
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
、
不
破
と
文
枝
は
、
 
「
過
去
の
事
件
」
の
意
味
を
考
え
込
む
よ
う
に
な
り
、
探
索
す
る
こ

と
に
な
る
。
及
川
文
枝
は
、
冴
子
を
訪
ね
て
、
奥
村
次
郎
の
自
殺
と
自
分
の
受
け
た
傷
に
つ
い

て
話
し
た
あ
と
、
奥
村
の
命
日
に
そ
の
墓
地
に
行
き
、
つ
い
で
伯
母
に
あ
た
る
人
か
ら
、
彼
の

こ
と
を
聞
く
の
だ
が
、
そ
れ
か
ら
得
た
も
の
は
、
彼
女
の
知
っ
て
い
た
、
自
殺
し
た
大
学
生
と

は
別
人
の
感
じ
だ
け
で
あ
る
。
不
破
も
「
人
は
な
ぜ
自
殺
す
谷
の
か
。
」
と
い
う
要
因
を
、
生

物
学
的
、
社
会
学
的
、
あ
る
い
は
心
理
学
的
に
、
一
般
論
と
し
て
探
り
、
奥
村
次
郎
の
自
殺
の

真
実
に
迫
ろ
う
と
す
る
が
、
思
わ
し
い
結
論
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
う
し
た
経
緯
が
あ
っ
て
、
さ

る
眠
ら
れ
な
い
夜
、
か
つ
て
生
前
に
奥
村
が
話
し
た
、
 
「
ル
ヵ
伝
」
の
「
エ
オ
マ
の
旅
人
」
と

語
る
キ
リ
ス
ト
の
幽
霊
よ
ろ
し
く
、
不
破
の
部
屋
に
奥
村
の
亡
霊
が
あ
ら
わ
れ
て
、
そ
の
死
は

彼
自
身
の
責
任
だ
っ
た
と
つ
げ
る
。
今
ま
で
、
不
破
雅
之
は
、
自
分
の
無
力
の
ゆ
え
に
、
友
人

の
自
殺
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
殺
し
た
と
思
っ
て
い
た
。
及
川
文
枝
も
、
犯

さ
れ
、
心
に
も
傷
を
受
け
、
.
 
憎
み
つ
つ
も
、
一
方
で
は
、
自
分
の
せ
い
で
奥
村
を
自
殺
に
追
い

や
っ
た
と
自
責
の
念
に
か
ら
れ
て
い
た
。
 
「
過
去
と
い
う
も
の
が
恐
ろ
し
い
の
は
、
そ
の
事
実

に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
事
実
が
僕
等
の
意
識
に
与
え
る
影
響
に
よ
っ
て
な
の
で
す
。
」
と
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不
破
が
い
う
「
二
人
の
間
の
「
過
去
の
影
」
が
雲
散
霧
消
し
た
こ
と
で
、
二
人
は
愛
の
き
ず
な

を
確
認
し
、
新
し
い
生
の
出
発
を
す
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
冴
子
な
る
人
物
は
、
不
破
雅
之
と
及
川
文
枝
が
「
前
か
ら
の
葺
合
」
だ
っ
た
と

知
っ
た
と
き
か
ら
、
二
人
の
間
の
過
去
の
事
件
を
察
知
し
て
、
関
心
を
深
め
て
い
く
が
、
文
枝

か
ら
、
奥
村
次
郎
に
よ
っ
て
自
殺
前
に
受
け
た
心
と
体
の
傷
、
不
破
と
の
こ
と
な
ど
を
聞
く
こ

と
で
、
も
と
も
と
病
気
が
重
い
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
つ
も
り
で
い
た
、
不
破
と
の
婚
約

を
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
人
の
愛
の
出
発
を
見
守
っ
て
身
を
ひ
く
善
意
の
人
物
で
あ
る
。

そ
し
て
時
に
死
の
誘
惑
に
か
ら
れ
た
り
、
孤
独
や
不
安
の
「
病
者
の
心
」
に
さ
い
な
ま
れ
な
が

ら
、
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
、
想
像
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
見
つ
め
て
き
た
、
不
破

と
文
枝
の
過
去
と
生
を
み
ず
か
ら
が
背
負
い
受
け
継
い
で
い
く
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、
 
「
深
淵
」

の
「
わ
た
し
」
に
結
び
つ
け
て
い
え
ば
、
現
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
「
病
者
の
心
」
の
持
主
と
し

て
、
そ
の
再
生
と
い
え
る
。
 
「
深
淵
」
の
「
己
」
は
、
 
「
わ
た
し
」
が
と
ら
わ
れ
、
と
ら
え
て

い
る
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
異
質
な
人
物
像
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
が
、
そ
の
意
味

で
は
、
冴
子
に
と
っ
て
の
奥
村
次
郎
も
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
 
「
運
命
の
悪
意
」
を
も

た
ら
す
奥
村
は
、
明
ら
か
に
「
己
」
の
類
縁
、
再
生
で
、
悪
の
体
現
者
で
も
あ
る
。
罪
の
意
識

が
な
く
、
 
「
死
者
は
灰
だ
、
骨
だ
、
土
く
れ
だ
。
」
と
い
い
き
る
奥
村
次
郎
に
は
、
 
「
己
」
と

重
な
る
面
影
が
あ
る
と
い
え
る
。

五

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
福
永
武
彦
に
は
、
漱
石
の
「
三
部
作
」
を
と
り
あ
げ
た
一
文
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、

手
許
の
二
つ
の
文
学
全
集
が
、
 
『
三
四
郎
』
と
『
そ
れ
か
ら
』
を
含
み
な
が
ら
、
 
『
門
』
を
欠

い
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
 
「
継
子
扱
い
す
る
の
が
心
外
」
 
「
納
得
で
き
な
い
」
と
難
じ
て
、

「
こ
の
三
作
が
相
互
に
連
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
長
篇
小
説
を
形
づ
く
っ
て
い
る
」
と

述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
 
「
三
部
よ
り
な
る
一
つ
の
作
品
と
し
て
読
ん
だ
時
に
、
初
め
て
こ
れ

が
実
に
卓
抜
し
た
方
法
よ
り
な
る
長
篇
小
説
だ
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。
」
と
も
い
っ
て
、
 
「
運

命
と
人
間
と
の
絡
ま
り
合
う
三
つ
の
場
合
を
、
相
似
と
を
伴
い
な
が
ら
、
次
第
に
昇
華
し
て
見

せ
た
運
命
小
説
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
 
「
冥
府
」
 
「
深

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ

淵
」
 
「
夜
の
時
間
」
を
執
筆
完
成
し
て
ほ
ぼ
十
年
後
、
合
本
『
夜
の
三
部
作
』
の
序
文
を
記
す

こ
と
に
な
る
、
お
よ
そ
四
年
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
さ
な
が
ら
、
漱
石
の
「
三
部
作
」
を
か
り

て
、
み
ず
か
ら
の
「
三
部
作
」
を
語
っ
て
い
る
か
の
感
さ
え
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大

 
 
 
 
 
 
(
1
0
V

野
淳
一
氏
の
指
摘
も
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
同
感
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
漱
石
三
部
作
」
の
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
脈
絡
の
緊
密
性
を
い
う
福
永

武
彦
に
は
、
も
と
も
と
、
方
法
と
し
て
の
作
品
構
成
上
、
こ
と
に
そ
れ
が
長
篇
の
場
合
、
一
種

の
「
三
部
立
て
志
向
」
と
で
も
い
っ
た
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、

三
部
構
成
の
長
篇
処
女
作
『
風
土
』
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
つ
づ
く
『
草
の
花
』

『
忘
却
の
河
』
な
ど
も
、
表
面
の
章
分
け
の
根
底
に
あ
る
本
質
的
な
も
の
は
、
三
部
立
て
構
成

の
意
図
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
部
が
発
表
さ
れ
た
だ
け
で
、
作
者
の
死
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
永

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
1
)

遠
の
未
完
作
に
な
っ
た
「
夢
の
輪
」
に
つ
い
て
も
、
生
前
の
対
談
の
な
か
で
、
つ
づ
く
二
部
、

三
部
の
構
想
が
あ
っ
て
、
完
成
さ
せ
た
い
意
欲
を
語
っ
て
い
る
。
 
『
夜
の
三
部
作
』
も
、
そ
う

し
た
志
向
を
下
地
に
し
て
構
成
さ
れ
、
結
実
し
た
作
品
で
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
結
び

の
は
じ
め
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

 
冒
頭
の
第
一
章
で
も
一
部
を
引
用
し
た
が
、
こ
の
『
夜
の
三
部
作
』
の
主
題
等
に
言
及
し
て
、

作
者
は
、
序
文
の
な
か
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
 
「
冥
府
」
は
、
 
「
人
間
を
内

面
か
ら
動
か
し
て
い
る
眼
に
見
え
な
い
悪
意
の
よ
う
な
も
の
」
つ
ま
り
、
 
「
暗
黒
意
識
」
と
い

う
「
無
意
識
そ
れ
自
体
」
を
、
 
「
幻
覚
化
し
て
抽
象
的
な
形
」
で
書
こ
う
と
し
た
も
の
、
つ
づ

く
「
深
淵
」
も
、
こ
の
「
主
題
の
延
長
線
上
に
位
し
、
や
は
り
幻
覚
的
な
作
品
」
だ
と
い
う
。

そ
し
て
「
人
間
の
内
部
に
う
ご
め
い
て
い
る
運
命
、
の
悪
意
の
よ
う
な
も
の
」
を
「
小
型
の
ロ
マ

ン
の
よ
う
な
も
の
」
と
し
て
書
い
た
の
が
「
夜
の
時
間
」
で
あ
る
と
も
い
っ
て
い
る
。
ま
と
め

て
い
え
ば
、
作
者
が
「
暗
黒
意
識
」
と
呼
ん
で
い
る
「
人
間
の
内
部
の
悪
意
」
を
描
い
た
の
が
、

三
作
に
共
通
す
る
意
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
「
暗
黒
意
識
」
と
は
そ
も
そ
も
ど

ん
な
も
の
か
に
つ
い
て
、
 
「
冥
府
」
に
登
場
す
る
、
生
前
、
意
識
心
理
学
の
専
門
家
だ
っ
た
と

い
う
「
教
授
」
に
、
作
者
は
長
口
舌
で
代
弁
さ
せ
て
い
る
。
芸
術
に
お
け
る
意
図
と
そ
の
実
現

に
つ
い
て
は
、
食
い
違
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
り
、
作
者
の
い
う
そ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に
定

着
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
の
視
点
か
ら
、
 
『
夜
の
三
部
作
』
を
評
価
し
、
位
置
づ
け
る
論
考
も
管

見
の
な
か
に
い
く
つ
か
入
っ
て
い
る
が
、
第
一
章
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
小
稿
は
、
そ
う
し
た

局
面
か
ら
、
こ
の
作
品
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
作
者
自
身
の
自
作

解
題
の
こ
と
ば
か
ら
は
み
だ
し
た
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
「
冥
府
」
 
「
深
淵
」
 
「
夜
の

時
間
」
の
三
作
吟
味
を
前
提
と
し
て
、
三
部
作
の
脈
絡
の
な
か
に
探
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

 
死
は
愛
や
孤
独
と
と
も
に
、
福
永
文
学
を
貫
く
大
き
な
底
流
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
 
「
冥
府
」
は
死
者
た
ち
が
「
法
廷
」
に
お
い
て
語
る
「
死
の
状
況
」
 
「
死
の
準

備
」
、
あ
る
い
は
「
生
の
意
義
」
を
核
に
展
開
す
る
世
界
で
あ
る
こ
と
で
、
ま
さ
に
死
や
死
に

方
の
問
題
が
遍
満
し
て
い
た
。
 
「
深
淵
」
で
は
、
長
い
療
養
生
活
か
ら
脱
し
て
快
復
し
た
と
み
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え
る
「
わ
た
し
」
は
、
 
「
病
者
の
心
」
の
な
か
で
い
う
「
内
部
に
は
死
が
共
存
し
て
い
る
こ
と

を
知
」
り
、
 
「
死
と
共
に
生
き
て
い
る
」
人
間
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
対
照
的
な
人
間
「
己
」
で

さ
え
、
死
を
拒
絶
し
た
か
に
み
え
て
、
死
の
諦
念
の
な
か
に
生
き
て
い
る
。
こ
の
二
人
は
、
舞

台
の
両
端
で
、
交
互
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
あ
び
な
が
ら
独
白
す
る
人
物
を
想
い
浮
か
べ
さ
せ

る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
 
「
死
」
の
色
に
染
め
ら
れ
た
ホ
リ
ゾ
ン
ト
が
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
 
「
夜
の
時
間
」
の
陰
の
主
人
公
と
も
い
え
る
奥
村
次
郎
の
哲
学
的
自
殺
死
は
、
不
破
雅
之

と
及
川
文
雄
の
生
に
深
く
大
き
く
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
し
、
一
見
、
副
主
人
公
の
位
置
を

与
え
ら
れ
て
い
る
冴
子
も
、
現
在
進
み
つ
つ
あ
る
「
病
者
の
心
」
の
持
主
で
、
死
と
孤
独
の
影

を
濃
く
引
き
ず
っ
て
、
そ
の
占
め
る
存
在
の
意
味
は
重
い
。
 
「
死
は
そ
の
場
合
、
病
者
の
一
切

の
思
考
と
行
動
と
に
影
を
下
す
暗
黒
の
意
識
で
あ
る
。
」
と
い
う
作
者
の
こ
と
ば
も
、
 
『
夜
の

三
部
作
』
に
共
通
す
る
主
題
が
、
 
「
暗
黒
意
識
」
の
奥
に
、
死
の
意
識
、
観
念
と
し
て
深
く
横

た
わ
っ
て
い
る
証
左
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

 
つ
ぎ
に
、
小
説
芸
術
に
お
け
る
時
間
の
問
題
は
、
福
永
武
彦
の
小
説
論
の
中
核
を
な
す
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
2
)

で
あ
る
こ
と
は
、
・
没
後
刊
行
さ
れ
た
、
そ
の
集
約
と
し
て
の
大
学
の
講
義
ノ
ー
ト
に
よ
っ
て
、

う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
、
 
「
過
去
」
と
い
う
時
間
は
、
こ
と
さ
ら
に
重
視
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
3
)

て
い
て
、
そ
の
ゆ
え
ん
を
、
作
者
自
身
、
対
談
中
に
も
ら
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
拓
植
光
彦

氏
な
ど
は
、
 
「
福
永
武
彦
の
文
学
の
最
大
の
主
題
は
、
過
去
の
問
題
で
あ
る
。
」
と
ま
で
い
い

き
っ
て
い
る
。
ま
た
、
現
在
に
よ
み
が
え
る
過
去
と
い
う
時
間
意
識
を
『
死
の
島
』
を
中
心
に

 
 
 
 
 
 
(
1
4
)

論
じ
た
平
岡
篤
頼
氏
の
論
考
、
そ
の
他
、
罪
の
意
識
と
と
も
に
、
過
去
を
背
負
う
人
間
を
描
い

た
と
い
う
視
点
か
ら
の
、
福
永
武
彦
の
文
学
に
み
る
、
漱
石
文
学
か
ら
の
影
響
、
と
い
う
以
上

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
5
V

に
、
そ
こ
に
継
承
、
呼
応
、
共
鳴
な
ど
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
。

 
さ
て
、
こ
の
「
過
去
」
の
問
題
を
、
 
『
夜
の
三
部
作
』
に
つ
い
て
み
る
と
、
ま
ず
、
 
「
冥
府
」

の
死
者
た
ち
は
、
 
「
思
い
出
す
」
こ
と
が
義
務
に
な
っ
て
お
り
、
 
「
新
生
」
へ
の
願
望
を
秘
め

て
の
「
法
廷
」
に
出
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
否
応
な
く
、
己
の
生
と
し
て
の
「
過
去
」
に
立
ち
会

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
う
る
に
、
他
人
の
「
法
廷
」
に
出
席
す
る
こ
と
で
、
そ
の
人
物
の

「
過
去
」
に
も
接
す
る
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
 
「
被
告
」
と
し
て
、
自
分
の
「
過
去
」
に
出
る
と

い
う
経
験
を
有
し
な
い
「
僕
」
も
、
い
ず
れ
は
己
の
「
過
去
」
を
じ
か
に
直
視
し
、
弁
明
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
 
「
深
淵
」
で
は
、
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
 
「
過
去
」

を
峻
拒
す
る
対
照
的
な
人
物
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
「
過
去
」
の
重
量
に
耐
え
て
祈

η
に
坤
吟
ず
る
女
「
わ
た
し
」
が
逆
照
射
さ
れ
、
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
「
夜
の
時

間
」
は
、
友
人
、
知
人
の
自
殺
死
と
い
う
「
過
去
」
一
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
負
い
め
を
感
じ
て
い
た

男
女
の
、
そ
の
極
桔
か
ら
の
解
放
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
そ
の
影
の
部
分
に
、
新
し
く
「
過
去
」

を
背
負
っ
て
、
 
「
暗
闇
」
を
見
つ
め
て
生
き
よ
う
と
す
る
女
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
作
品

の
冒
頭
で
、
 
「
過
去
」
の
も
つ
意
味
が
、
過
剰
な
く
ら
い
に
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
す
で

に
み
た
と
お
り
で
あ
る
。
 
『
夜
の
三
部
作
』
の
小
説
の
な
か
の
時
間
の
流
れ
は
、
未
来
か
ら
現

在
へ
と
、
逆
行
の
推
移
の
か
た
ち
で
展
開
す
る
と
い
え
る
。
こ
の
三
作
品
に
底
流
す
る
「
過
去
」

を
、
今
か
り
に
、
 
「
冥
府
」
の
人
物
「
教
授
」
の
こ
と
ば
を
か
り
て
い
え
ば
、
 
「
未
来
意
識
」

の
な
か
の
「
過
去
意
識
」
を
描
い
た
も
の
が
「
冥
府
」
で
あ
り
、
つ
づ
く
「
深
淵
」
で
は
、
よ

り
現
在
に
接
近
す
る
か
た
ち
の
、
 
「
夜
の
時
間
」
で
は
、
明
ら
か
に
「
現
在
意
識
」
の
な
か
の

「
過
去
意
識
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
今
に
生
き
て
い
る
過
去
、
現
在
に
よ
み
が
え
り
、
再
生
さ

れ
た
過
去
が
、
三
作
品
を
貫
ぬ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
6
)

 
再
生
と
い
え
ば
、
臼
井
健
三
郎
氏
は
、
人
間
が
、
現
実
的
な
生
の
中
絶
と
し
て
の
死
か
ら
、

そ
の
不
在
化
を
通
し
て
、
非
現
実
の
生
と
し
て
の
再
生
、
転
生
を
つ
く
り
あ
げ
る
の
が
、
文
学

的
言
語
の
築
く
世
界
だ
と
し
た
上
で
、
福
永
武
彦
の
初
期
作
品
を
解
読
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

時
間
的
存
在
と
し
て
の
人
間
は
、
再
生
、
転
生
に
お
い
て
生
き
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
れ
を
、

過
去
か
未
来
の
な
か
に
求
め
る
と
も
い
う
。
と
こ
ろ
で
、
小
説
家
福
永
武
彦
の
詩
人
と
し
て
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
7
)

側
面
は
、
没
後
刊
行
さ
れ
た
全
創
作
詩
集
に
、
そ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
菅
野
昭
正
氏
は

そ
の
解
説
の
な
か
で
、
 
「
福
永
武
彦
の
詩
と
小
説
は
き
っ
ち
り
つ
な
が
っ
て
い
る
。
」
と
し
た

上
で
、
 
「
福
永
武
彦
に
と
っ
て
、
詩
も
小
説
も
同
じ
場
所
に
起
源
を
も
っ
て
い
た
。
詩
と
は
魂

の
純
粋
に
し
て
本
質
的
な
原
型
の
探
求
で
あ
り
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
小
説
と
は
、
そ
の
原
型

に
受
肉
さ
れ
た
人
物
た
ち
が
現
実
の
世
界
で
出
会
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
さ
ま
ざ
ま
な
喜
怒
哀
楽
を
想

像
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
福
永
武
彦
の
詩
に
言
及
し
て
、
大
岡

信
氏
は
、
 
「
精
神
の
進
歩
発
展
の
自
証
と
し
て
で
は
な
く
、
常
に
同
じ
よ
う
な
発
想
の
仕
方
を

す
る
精
神
の
あ
る
原
型
的
な
状
態
を
く
り
か
え
し
言
語
に
よ
っ
て
掬
い
と
ろ
う
と
し
て
い
る
」

と
い
い
、
 
「
自
我
の
完
全
無
欠
な
至
福
状
態
の
予
感
に
満
ち
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
れ
を
超
越

と
死
、
す
な
わ
ち
現
在
の
永
遠
の
否
定
の
中
に
し
か
見
出
し
え
な
い
こ
と
を
予
感
し
て
い
る
精

神
の
う
た
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
 
「
究
極
の
テ
ー
マ
は
、
 
「
死
と
転
生
」
以
外
で
は
あ
り
え
な
か
っ

た
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
遺
さ
れ
た
詩
篇
の
な
か
に
、
集
中
の
白
菊
と
目
さ
れ
る
「
死
と
転
生
」

と
題
し
た
作
品
が
四
篇
あ
っ
て
、
一
句
目
し
て
い
え
ば
、
そ
こ
に
は
死
の
想
念
と
慰
め
が
イ
メ
ー

ジ
豊
か
に
う
た
わ
れ
、
転
生
へ
の
願
望
が
探
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ

ら
の
詩
篇
発
表
の
時
期
が
、
 
『
夜
の
三
部
作
』
の
豊
作
の
執
筆
発
表
の
そ
れ
と
、
ほ
ぼ
パ
ラ
レ

ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
如
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
r
『
夜
の
三
部
作
』
は
、
ほ
か

な
ら
ぬ
、
輪
廻
転
生
、
再
生
の
物
語
と
し
て
の
脈
絡
を
、
そ
の
底
に
貫
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
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そ
の
よ
う
に
読
み
解
け
ば
、
死
後
の
世
界
を
描
く
「
冥
府
」
が
、
こ
の
作
品
群
の
冒
頭
に
お

か
れ
た
構
成
も
納
得
で
き
る
し
、
第
二
章
末
尾
に
引
用
し
た
、
 
「
冥
府
」
の
登
場
人
物
「
踊
子
」

の
「
新
生
」
も
、
小
佐
井
伸
二
氏
の
い
う
「
永
遠
の
消
失
」
で
は
な
く
、
 
「
願
望
と
し
て
の
生

へ
の
燃
焼
」
が
、
唯
一
実
現
し
た
、
再
生
の
典
型
的
人
物
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
系

譜
を
た
ど
れ
ば
、
過
去
を
背
負
い
、
二
重
の
罪
の
意
識
を
抱
き
な
が
ら
、
信
仰
を
捨
て
て
、
彼

の
見
つ
め
る
「
暗
い
深
淵
の
よ
う
な
眼
」
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
果
た
せ
ず
、
殺
さ
れ
て
し
ま
う

「
深
淵
」
の
「
わ
た
し
」
は
、
そ
の
後
身
で
あ
る
。
そ
の
挫
折
を
、
不
破
雅
之
と
と
も
に
過
去

か
ら
の
解
放
と
い
う
再
生
、
出
発
の
か
た
ち
で
、
明
と
光
の
な
か
で
受
け
継
ぐ
の
は
、
 
「
夜
の

時
間
」
の
及
川
文
枝
で
あ
る
。
一
方
、
 
「
あ
た
し
に
は
人
に
訊
か
れ
て
困
る
よ
う
な
過
去
は
な

い
」
と
思
っ
て
い
た
井
口
冴
子
は
、
不
破
と
文
枝
の
、
奥
村
次
郎
の
自
殺
に
か
か
わ
る
過
去
を

知
り
、
二
人
の
愛
の
出
発
の
た
め
に
不
破
と
の
婚
約
を
解
消
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
遺
去
を
背

負
い
こ
む
こ
と
に
な
る
。
 
「
深
淵
」
の
「
わ
た
し
」
の
暗
と
影
の
部
分
を
引
き
継
い
で
生
き
て

い
く
人
物
を
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
 
「
冴
子
は
暗
闇
の
中
に
渦
巻
い
て
い
る
不
安
の
、
そ
の

正
体
を
見
き
わ
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
大
き
く
眼
を
見
開
き
、
挑
む
よ
う
に
自
分
の
前

を
真
直
に
見
詰
め
て
い
た
。
」
と
い
う
「
夜
の
時
間
」
結
び
の
一
節
は
、
そ
の
こ
と
を
適
切
に

暗
示
し
て
い
る
し
、
処
女
長
篇
『
風
土
』
の
末
尾
で
、
主
人
公
桂
昌
三
の
挫
折
と
自
殺
行
と
い

う
行
く
手
を
、
鋭
く
た
し
か
な
眼
で
凝
視
す
る
三
枝
道
子
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
9
)

ま
た
、
以
上
の
系
列
に
か
ら
め
て
、
寺
田
透
氏
な
ど
の
「
深
淵
」
の
「
己
」
と
「
わ
た
し
」
、

「
夜
の
時
間
」
の
奥
村
次
郎
、
井
口
冴
子
の
人
物
裏
が
え
し
の
指
摘
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
は

も
っ
と
も
な
こ
と
と
し
て
、
 
『
夜
の
三
部
作
』
が
、
再
生
、
転
生
の
物
語
と
し
て
の
面
を
備
え

て
い
る
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
。

 
最
後
に
、
視
点
の
問
題
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
、
こ
れ
は
、
小
説
の
主
題
、
構
造
な
ど
と
か

か
わ
っ
て
、
方
法
上
の
肝
要
な
部
分
を
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
 
『
夜
の
三
部
作
』
で
は
、
第
一

作
「
冥
府
」
か
ら
「
深
淵
」
を
経
て
、
第
三
作
「
夜
の
時
間
」
と
進
む
に
し
た
が
い
、
視
点
人

物
は
、
一
人
か
ら
二
人
、
さ
ら
に
「
多
視
点
」
の
三
人
へ
と
増
え
て
い
っ
て
い
る
。
な
お
、
そ

れ
は
、
単
に
、
数
の
増
加
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
 
「
冥
府
」
の
視
点
人
物
「
僕
」
に
は
そ
れ
を

見
つ
め
る
も
う
一
人
の
「
僕
」
の
眼
が
あ
っ
て
、
二
重
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
 
「
深
淵
」
は
、

「
己
」
と
「
わ
た
し
」
の
二
人
の
視
点
人
物
の
独
白
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
て
い
る
。

ま
た
、
 
「
夜
の
時
間
」
の
多
視
点
の
展
開
も
、
三
人
の
人
物
の
現
在
に
、
過
去
が
立
ち
あ
ら
わ

れ
て
交
錯
し
な
が
ら
進
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
『
夜
の
三
部
作
』
で
試
み
ら
れ
た
、

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
の
方
法
は
、
以
後
、
六
、
七
年
の
う
ち
に
完
成
、
発
表
さ
れ
る
、
福
永
文
学

の
中
、
長
篇
の
代
表
作
、
 
「
告
別
」
、
 
「
忘
却
の
河
」
、
 
「
幼
年
」
の
な
か
で
、
さ
ら
に
発
展

す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
主
人
公
の
独
白
と
、
そ
の
人
物
を
か
た
わ
ら
か
ら
観
察
す
る

友
人
の
視
点
か
ら
な
る
「
告
別
」
、
五
人
の
多
視
点
の
交
わ
る
世
界
に
、
主
人
公
を
見
つ
め
る

「
彼
」
の
二
重
の
眼
が
加
わ
っ
て
く
る
「
忘
却
の
河
」
に
は
、
現
在
と
過
去
の
時
間
の
交
錯
が

加
味
さ
れ
て
い
る
。
い
く
ど
か
の
中
絶
の
の
ち
に
完
成
さ
れ
た
「
幼
年
」
で
は
、
過
去
へ
さ
か

の
ぼ
る
主
人
公
の
独
白
が
、
同
じ
ペ
ー
ジ
の
な
か
の
行
が
え
に
よ
っ
て
、
 
「
彼
」
の
視
点
に
、

一
種
の
反
転
を
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
多
様
な
変
化
と
展
開
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

『
夜
の
三
部
作
』
は
、
つ
づ
く
作
品
に
結
実
、
定
着
さ
れ
る
視
点
の
方
法
的
試
み
を
、
脈
絡
と

し
て
胚
胎
し
て
い
る
作
品
群
と
い
え
る
。

(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

(
7
)

(
8
)

(
9
)

(
注
)

『
夜
の
三
部
作
』
 
(
講
談
社
)
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
。
の
ち
、
 
『
福
永
武
彦
全
小
説

第
三
巻
』
 
(
新
潮
社
)
、
 
『
福
永
武
彦
全
集
第
三
巻
』
 
(
新
潮
社
)
に
所
収
。

『
夜
の
時
間
』
 
(
河
出
書
房
)
昭
和
三
十
年
七
月
。
の
ち
、
注
(
1
)
と
同
じ
『
全
小

説
』
、
 
『
全
集
』
に
所
収
。

『
戦
後
文
学
・
展
望
と
課
題
』
 
(
真
直
出
版
社
)
所
収
の
「
福
永
武
彦
論
」
。
の
ち
、

『
現
代
日
本
文
學
大
系
8
2
 
加
藤
周
一
 
中
村
真
一
郎
 
福
永
武
彦
集
』
 
(
筑
摩
書

房
)
に
付
録
と
し
て
所
収
、
さ
ら
に
、
 
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
 
大
岡
昇
平
・
福

永
武
彦
』
 
(
有
精
堂
)
に
も
所
収
。

「
小
説
の
発
想
と
定
着
-
福
永
武
彦
氏
に
聞
く
」
 
(
「
国
文
学
 
解
放
と
教
材
の
研

究
」
 
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
)
の
ち
、
 
『
小
説
の
愉
し
み
 
福
永
武
彦
対
談
集
』

(
講
談
社
)
に
所
収
。

「
座
談
会
 
福
永
武
彦
・
死
と
信
仰
一
貞
子
夫
人
を
囲
ん
で
」
 
(
加
賀
乙
彦
 
福
永
貞

子
 
源
 
高
根
の
諸
氏
出
席
)
に
提
示
さ
れ
た
「
故
 
福
永
武
彦
病
歴
」
酷
1
、
晦
2

の
一
覧
。
 
(
「
国
文
学
 
解
放
と
教
材
の
研
究
」
 
昭
和
五
十
五
年
七
月
)
。

「
保
健
同
人
」
 
(
昭
和
二
十
七
年
七
月
号
)
に
初
出
。
の
ち
、
 
『
随
筆
集
 
別
れ
の
歌
』

(
新
潮
社
)
、
 
『
福
永
武
彦
全
集
第
十
四
巻
』
 
(
新
潮
社
)
に
そ
れ
ぞ
れ
所
収
。

「
日
本
読
書
新
聞
」
 
(
昭
和
三
十
年
九
月
五
日
号
V
。
の
ち
、
注
(
3
)
の
『
叢
書
』
に

所
収
。

「
福
永
武
彦
、
史
的
位
置
づ
け
の
試
み
 
 
象
徴
主
義
小
説
の
創
出
者
 
 
」
 
(
「
国

文
学
 
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
 
昭
和
五
十
五
年
七
月
)
。

『
漱
石
全
集
 
第
四
巻
』
 
(
岩
波
書
店
)
 
「
月
報
」
4
に
初
出
。
の
ち
、
 
『
福
永
武
彦
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作
品
・
批
評
B
』
 
(
文
治
堂
書
店
)
、
 
『
意
中
の
文
士
た
ち
 
上
』
 
(
人
文
書
院
)

『
福
永
武
彦
全
集
第
十
六
巻
』
 
(
新
潮
社
)
に
そ
れ
ぞ
れ
所
収
。

「
福
永
武
彦
と
夏
目
漱
石
」
 
(
「
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
十
七
年
九
月
)

注
(
4
)
に
同
じ
。

『
二
十
世
紀
小
説
論
』
 
(
岩
波
書
店
)

「
主
要
モ
チ
ー
フ
か
ら
み
た
福
永
武
彦
」
 
(
「
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
」
 
昭
和
四
十
九

年
二
月
)
。
の
ち
、
 
『
現
代
文
学
試
論
』
 
(
至
文
堂
)
に
所
収
。

「
福
永
武
彦
の
時
間
感
覚
」
 
(
「
国
文
学
 
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
 
昭
和
四
十
七
年

十
一
月
)

重
松
泰
雄
「
近
代
日
本
の
作
家
と
福
永
武
彦
 
鴎
外
・
漱
石
の
場
合
」
 
(
「
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
 
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
)
。
米
倉
巌
「
福
永
武
彦
『
風
土
』

覚
書
」
 
(
「
文
芸
広
場
」
 
昭
和
五
十
一
年
七
月
)
。
の
ち
、
注
(
3
)
の
『
叢
書
』
に

所
収
。
佐
藤
泰
正
「
福
永
武
彦
に
お
け
る
主
題
1
そ
の
往
相
と
還
相
一
」
 
(
「
国

文
学
 
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
 
昭
和
五
十
五
年
七
月
)
。
注
(
8
)
。

『
塔
』
 
(
講
談
社
文
庫
)
解
説
。

『
福
永
武
彦
詩
集
』
 
(
岩
波
書
店
)
解
説
。

「
福
永
武
彦
の
詩
i
そ
の
〈
原
型
〉
に
つ
い
て
一
」
 
(
「
国
文
学
 
解
放
と
教
材
の

研
究
」
 
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
)

寺
田
透
氏
は
、
 
「
『
己
』
は
、
イ
ン
テ
リ
に
な
れ
ば
『
夜
の
時
間
』
の
奥
村
次
郎
に
等

し
い
」
 
(
『
冥
府
』
・
『
深
淵
』
解
説
)
と
い
い
、
長
田
弘
氏
は
、
寺
田
説
を
批
判
す

る
か
た
ち
で
、
 
「
有
罪
の
意
識
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
 
「
奥
村
は
(
中
略
)
 
『
深
淵
』

の
「
わ
た
し
」
の
裏
が
え
さ
れ
た
表
現
」
と
し
て
い
る
。
 
(
『
夜
の
三
部
作
』
解
説
)

ま
た
、
首
藤
基
澄
氏
は
、
生
き
方
の
対
照
や
悪
意
の
有
無
な
ど
の
面
か
ら
、
 
「
井
口
冴

子
の
裏
返
し
と
し
て
の
奥
村
次
郎
」
と
み
て
い
る
。
 
(
『
福
永
武
彦
の
世
界
』
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
平
成
三
年
九
月
二
十
四
日
 
受
理
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
国
語
教
室
)
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