
堀
辰
雄
の
対
他
意
識
の
変
遷
に
つ
い
て
（
二
）

｜

『
風
立
ち
ぬ
』
を
中
心
に

　
　
　
一
　
は
じ
め
に

　
　
『
風
立
ち
ぬ
』
は
、
昭
和
十
一
年
か
ら
十
三
年
に
か
け
て
各
紙
に
連

載
さ
れ
、
昭
和
十
三
年
四
月
、
野
田
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た
、
堀
辰
雄

の
中
期
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
堀
の
実
体
験
を
も

と
に
し
て
書
か
れ
て
お
り
、
「
我
々
の
生
は
我
々
の
運
命
よ
り
以
上
の

も
の
で
あ
る
」
と
い
う
堀
終
生
の
テ
ー
マ
の
最
初
の
結
実
が
見
ら
れ
る
。

「
『
生
』
と
『
死
』
と
『
愛
』
の
テ
ー
マ
を
鮮
や
か
に
結
晶
さ
せ
」
だ
作

品
（
江
口
、
「
愛
と
死
と
視
の
小
説
」
（
江
二
）
な
ど
と
評
価
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
作
品
は
本
当
に
死
を
前
に
し
た
逆
説
的
な
生
の
充
溢
、

死
の
意
識
か
ら
し
た
生
命
の
認
識
を
描
い
た
作
品
な
の
か
。
私
は
ど
う

し
て
も
そ
の
よ
う
な
定
説
に
対
す
る
違
和
感
を
禁
じ
得
な
い
。
こ
の
作

品
を
通
読
し
て
私
が
感
じ
た
の
は
、
む
し
ろ
生
や
死
の
問
題
と
は
別
箇

の
、
思
い
と
は
違
っ
た
方
向
へ
と
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
く
現
実
に
対
す

る
「
私
」
の
苛
立
ち
と
不
安
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
前
述
の
受
け
取
り
方
に
対
し
て
異
論
を
唱
え
た
い
と
感

じ
た
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
竹
内
済
己
氏
は
、
そ
の
論

山
　
本
　
裕
　
一

文
の
中
で
（
注
三
）
堀
辰
雄
の
文
学
を
「
病
気
－
弱
者
－
善
の
文
学
」

と
と
ら
え
る
受
け
取
り
方
を
逆
転
し
て
、
「
健
康
―
強
者
－
悪
の
文
学
」

と
置
き
換
え
る
見
方
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。
私
も
か
な
り
の
部
分
で
氏

の
意
見
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
が
見
出
し
だ
の
も
の

は
、
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
な
「
他
者
支
配
の
意
志
」
「
他
者
離
隔
」
へ

の
潜
行
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
堀
の
「
他
者
と
の
同
化
へ

の
志
向
」
と
「
幻
想
的
な
世
界
の
構
築
と
そ
の
挫
折
」
で
あ
る
。
そ
こ

で
以
下
、
作
品
中
に
描
か
れ
た
他
者
に
対
す
る
「
私
」
の
意
識
を
手
が

か
り
に
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
二
　
「
私
」
の
幻
想
的
世
界
へ
の
憧
憬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
「
春
」
を
中
心
に
ー

　
　
『
風
立
ち
ぬ
』
は
「
序
曲
」
「
春
」
コ
風
立
ち
ぬ
」
「
冬
」
「
死
の
か
げ

の
谷
」
の
五
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
竹
内
氏
は
前
述
の
論
文
中
で
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
「
序
曲
」
と
コ
死
の
か
げ
の
呑
」
は
、
作
者
が
殼
終
的
に
す
で

　
　
に
到
達
し
え
た
と
こ
ろ
か
ら
発
想
さ
れ
た
も
の
の
方
向
づ
け
と
し
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て
あ
る
の
で
あ
り
、
「
春
」
は
「
風
立
ち
ぬ
」
「
冬
」
の
世
界
の
前

　
　
提
で
あ
る
か
ら
、
作
品
の
モ
チ
ー
フ
、
テ
ー
マ
が
生
き
ら
れ
達
成

　
　
さ
れ
る
現
場
は
、
な
に
よ
り
も
「
風
立
ち
ぬ
」
「
冬
」
の
二
章
に

　
　
あ
っ
た
（
後
略
）

　
確
か
に
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
作
品
の
中
心
は
「
風
立
ち
ぬ
」
「
冬
」

の
二
章
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
春
」
の
章
は
前
提
と
し
て
そ
の
二
章

の
発
表
後
に
付
け
加
え
ら
れ
た
章
（
注
四
）
で
あ
る
。
堀
は
前
提
と
し

て
必
要
だ
と
考
え
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
章
を
書
い
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ

の
章
の
中
に
作
品
を
読
み
解
く
鍵
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。

　
こ
の
章
に
は
、
節
子
の
発
病
と
そ
れ
に
伴
っ
て
「
私
」
が
療
養
所
に

行
く
こ
と
に
な
る
経
緯
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
サ
ナ
ト
リ
ウ

ム
ヘ
行
く
の
か
と
い
う
「
私
」
の
質
問
を
皮
切
り
に
、
次
の
よ
う
な
会

話
が
二
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
フ
凡
え
、
か
う
し
て
ゐ
て
も
、
い
つ
良
く
な
る
の
だ
か
分
か
ら
な

　
　
い
の
で
す
も
の
。
早
く
良
く
な
れ
る
ん
な
ら
、
何
処
へ
で
も
行
つ

　
　
て
ゐ
る
わ
。
で
も
・
…
：
」

　
　
　
「
ど
う
し
た
の
さ
？
な
ん
て
言
ふ
っ
も
り
だ
つ
た
ん
だ
い
？
」

　
　
　
「
な
ん
で
も
な
い
の
」

　
　
　
「
な
ん
で
も
な
く
つ
て
も
い
い
か
ら
言
っ
て
御
覧
…
…
ど
う
し
て

　
　
も
言
は
な
い
ね
、
ぢ
や
僕
が
言
っ
て
や
ら
う
か
？
お
前
、
僕
に
も

　
　
　
一
緒
に
行
け
と
い
ふ
の
だ
ら
う
？
」
（
「
春
」
、
引
用
Ｉ
）

　
こ
れ
以
前
の
父
と
の
や
り
と
り
か
ら
、
節
子
と
同
行
し
て
ほ
し
い
父

の
意
向
を
酌
ん
だ
発
言
と
し
て
こ
こ
ま
で
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
れ
に
続
く
展
開
に
私
は
奇
異
の
念
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
　
　
「
そ
ん
な
こ
と
ぢ
や
な
い
わ
」
と
彼
女
は
急
に
私
を
遮
ら
う
と
し

　
　
た
。

　
　
　
し
か
し
私
は
そ
れ
に
は
構
は
ず
に
、
最
初
の
調
子
と
は
異
っ
て
、

　
　
だ
ん
だ
ん
真
面
目
に
な
り
だ
し
た
、
い
く
ぶ
ん
不
安
さ
う
な
調
子

　
　
で
匠
ひ
つ
づ
け
た
。
「
…
…
い
や
、
お
前
が
来
な
く
と
も
い
い
と

　
　
言
つ
た
っ
て
、
そ
り
あ
僕
は
一
緒
に
行
く
と
も
。
だ
が
ね
、
ち
よ

　
　
つ
と
こ
ん
な
気
が
し
て
、
そ
れ
が
気
が
か
り
な
の
だ
。
…
…
僕
は

　
　
か
う
し
て
お
前
と
一
緒
に
な
ら
な
い
前
か
ら
、
何
処
か
の
淋
し
い

　
　
山
の
中
へ
、
お
前
み
た
い
な
可
哀
ら
し
い
娘
と
二
人
き
り
の
生
活

　
　
を
し
に
行
く
こ
と
を
夢
み
て
ゐ
た
こ
と
が
あ
つ
た
の
だ
。
お
前
に

　
　
も
ず
つ
と
前
に
そ
ん
な
私
の
夢
を
打
ち
明
け
や
し
な
か
つ
た
か
し

　
　
ら
？
（
中
略
）
実
は
ね
、
こ
ん
ど
お
前
が
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
ヘ
い
く

　
　
と
言
ひ
出
し
て
ゐ
る
の
も
、
そ
ん
な
こ
と
が
知
ら
ず
識
ら
ず
の
裡

　
　
に
お
前
の
心
を
動
か
し
て
ゐ
る
の
ぢ
や
な
い
か
と
思
つ
た
の
だ
。
…
…

　
　
そ
う
じ
や
な
い
の
か
い
？
」
（
「
春
」
引
用
２
）

　
先
の
彼
女
の
「
で
も
」
の
後
に
は
、
「
本
当
に
良
く
な
る
の
か
し
ら
」

と
い
う
よ
う
な
病
気
に
対
す
る
不
安
を
漏
ら
す
百
果
が
予
測
さ
れ
る
。

ｔ
か
し
「
私
」
は
そ
れ
を
強
引
に
自
分
の
夢
の
話
へ
と
持
っ
て
い
く
。

あ
る
い
は
彼
女
の
言
い
た
い
こ
と
が
「
私
」
に
も
分
か
っ
て
い
て
、
深

刻
な
話
に
な
ら
な
い
よ
う
話
を
は
ぐ
ら
か
す
意
味
で
、
彼
は
夢
を
語
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
直
後
、
節
子
が
「
い
た
わ
る
よ
う
な
目
つ

き
で
し
げ
し
げ
と
」
「
私
」
を
見
て
お
り
、
結
果
と
し
て
二
人
が
「
何

事
も
な
か
っ
た
よ
う
」
に
外
を
眺
め
だ
す
の
だ
か
ら
、
そ
う
解
釈
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
女
に
し
て
も
「
あ
な
た
は
と
き
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ど
き
飛
ん
で
も
な
い
こ
と
を
考
へ
出
す
の
ね
…
…
」
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
、
突
飛
な
話
な
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
話
に
持
っ
て
行
く
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。

　
こ
の
「
私
」
の
夢
の
話
は
、
「
数
年
前
、
麿
々
」
好
ん
で
夢
見
て
も

の
と
し
て
「
冬
」
（
十
一
月
十
日
）
や
「
死
の
か
げ
の
谷
」
（
十
二
月
一

日
）
の
中
に
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
続
く
部
分
に

は
彼
が
ま
だ
そ
の
夢
か
ら
脱
却
し
切
れ
て
い
な
い
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
‘

た
と
え
ば
「
冬
」
で
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
今
朝
、
私
は
さ
う
い
ふ
自
分
の
数
年
前
の
夢
を
思
ひ
出
し
、
そ

　
　
ん
な
何
処
に
だ
つ
て
あ
り
さ
う
も
な
い
版
画
じ
み
た
冬
景
色
を
目

　
　
の
あ
た
り
に
浮
べ
な
が
ら
、
そ
の
丸
太
造
り
の
小
屋
の
中
の
さ
ま

　
　
ざ
ま
な
家
具
の
位
置
を
換
え
た
り
、
そ
れ
に
就
い
て
私
自
身
と
相

　
　
談
し
合
っ
た
り
し
て
ゐ
た
。
（
「
冬
」
引
用
３
）

　
　
「
冬
」
で
は
節
子
の
病
は
か
な
り
重
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
死
は
も

は
や
「
春
」
の
段
階
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
現
実
の
も
の
と
し
て
彼

ら
に
迫
り
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
そ
の
夢
を
「
何
処
に
だ
つ
て
あ

り
さ
う
に
な
い
」
も
の
と
考
え
な
が
ら
も
、
い
ま
だ
に
そ
れ
を
追
い
つ

づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
夢
の
光
景
が
ば
ら
ば
ら
に
な
り
、
ぼ
や
け
て

消
え
て
行
っ
た
あ
と
も
、
し
ば
ら
く
現
実
の
冬
景
色
と
夢
の
背
景
で
あ

る
冬
景
色
と
を
重
ね
て
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
彼

が
ま
だ
夢
か
ら
脱
却
で
き
て
い
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
執
拗
に
夢
を
見
続
け
て
い
る
も
の
と
し
て
「
私
」
を
描
い
て
い

る
と
い
う
事
実
、
ま
た
そ
の
事
に
つ
い
て
「
自
分
の
小
さ
い
時
か
ら
失

は
ず
に
ゐ
る
甘
美
な
人
生
へ
の
限
り
な
い
夢
」
と
「
私
」
の
資
質
に
か

か
わ
る
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
だ
け
堀
は
（
意

識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
は
わ
か
ら
な
い
が
）
こ
の
「
夢
」
に
固
執
し

て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
「
私
」
の
夢
と
い
う
所
か
ら
は
少
し
ズ
レ

る
が
引
用
１
、
２
と
同
じ
よ
う
な
構
図
は
、
「
私
」
が
医
者
か
ら
節
子

の
病
状
を
聞
き
、
放
心
状
態
に
な
っ
て
い
る
場
面
で
も
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
。

　
　
　
私
の
背
後
で
、
病
人
の
す
こ
し
榎
れ
た
声
が
し
た
。
そ
れ
が
不

　
　
意
に
私
を
そ
ん
な
一
種
の
麻
蝉
し
た
や
う
な
状
態
か
ら
覚
醒
さ
せ

　
　
た
。
私
は
彼
女
の
方
に
は
背
中
を
向
け
た
ま
ま
、
い
か
に
も
何
か

　
　
他
の
こ
と
で
も
考
へ
て
ゐ
た
や
う
な
、
取
っ
て
つ
け
た
や
う
な
調

　
　
子
で
、
「
お
前
の
こ
と
だ
の
、
山
の
こ
と
だ
の
、
そ
れ
か
ら
そ
こ

　
　
で
僕
達
の
暮
ら
さ
う
と
し
て
ゐ
る
生
活
の
こ
と
だ
の
を
考
へ
て
ゐ

　
　
る
の
さ
…
…
」
と
途
切
れ
途
切
れ
に
言
ひ
出
し
た
。
が
、
そ
ん
な

　
　
こ
と
を
言
ひ
続
け
て
ゐ
る
う
ち
に
、
私
は
な
ん
だ
か
本
当
に
そ
ん

　
　
な
事
を
今
し
が
た
ま
で
考
え
て
ゐ
た
や
う
な
気
が
し
て
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
春
」
引
用
４
）

　
　
「
私
」
は
こ
の
後
、
人
生
と
い
う
も
の
は
「
何
も
か
も
そ
れ
に
任
せ

切
っ
て
置
い
た
方
が
い
い
の
だ
」
そ
う
す
れ
ば
「
希
は
う
な
ど
と
は
思

い
も
及
ば
な
か
つ
た
や
う
な
も
の
」
ま
で
与
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い

と
考
え
、
そ
れ
ら
の
思
考
を
し
て
い
る
こ
と
に
「
少
し
も
自
分
で
は
気

が
つ
か
ず
に
」
い
た
の
だ
と
思
い
込
も
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の

頭
を
支
配
し
て
い
た
の
は
直
前
に
医
者
か
ら
聞
い
た
節
子
の
病
状
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
節
子
を
「
病
人
」
と
い
う
呼
称
で
呼
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
も
み
て
と
れ
る
（
注
五
）
。
そ
し
て
そ
の
言
葉
は
「
い
か
に
も
何
か

一10一



他
の
こ
と
で
も
考
へ
て
ゐ
た
や
う
な
、
取
っ
て
つ
け
た
や
う
な
調
子
」

な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
話
を
逸
ら
す
た
め
の
単
な
る
思
い
つ
き
で
あ
る
。

先
の
引
用
１
・
２
同
様
、
節
子
が
口
に
し
て
し
ま
い
そ
う
な
病
気
に
対

す
る
不
安
を
、
「
私
」
の
山
で
の
生
活
を
夢
見
る
話
で
そ
ら
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
先
の
引
用
１
・
２
で
は
山
の
生
活
に
夢
を
重
ね
て
い
た
。
こ
こ
で
も

彼
は
山
で
の
生
活
に
意
識
を
そ
ら
し
て
い
る
。
（
こ
れ
は
「
冬
」
（
引
用

３
）
に
至
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
。
「
私
」
は
結
核
＝
死
病
＝
節
子
の
死

と
い
う
認
識
を
敢
え
て
避
け
、
現
実
と
夢
の
世
界
を
重
ね
て
み
て
ゐ
る
。

本
来
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
の
「
生
活
」
は
死
に
直
面
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
暖
れ
た
声
」
で
常
に
死
に
対
す
る
不
安
を
露
わ
に
し
て
い
る
節
子
の

反
応
（
三
節
で
後
述
）
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
私
」
は
深

く
考
え
る
こ
と
も
な
く
、
夢
に
逍
遥
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
「
私
」
は
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
昔
夢
見
て
い
た
よ
う
な
甘
い
生
活
の
実

現
を
み
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
現
実
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
た
認

識
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。
も
ち
ろ
ん
、
考
え
て
ど
う
な
る
と
い
う
問

題
で
は
な
い
。
い
た
ず
ら
に
病
気
や
死
を
恐
れ
る
の
は
節
子
の
不
安
を

大
き
く
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
の
思
考
が
こ
の
作
品
に
つ

い
て
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
な
、
死
と
い
う
厳
し
い
現
実
を
踏
ま
え
た
も

の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
彼
は
「
夢
」
に
固
執
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
現
実
か
ら
遊
離
す
る
も
の
と
し
て
強
調
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
こ
そ
が
見
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
作
品
を
と
く
鍵
な
の
で
は
な
い

か
。

　
　
三
　
節
子
の
「
死
に
よ
る
別
離
」
へ
の
不
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
「
春
」
を
中
心
に
ー

　
　
『
風
立
ち
ぬ
』
全
編
を
通
し
て
（
神
の
視
点
か
ら
）
節
子
の
内
面
が

叙
述
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
内
面
は
、
あ
く
ま
で
「
拡
」
が
感
じ

た
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
（
前
略
）
と
き
ど
き
拡
が
そ
っ
ち
へ
顔
を
上
げ
る
と
、
さ
つ
き
か

　
　
ら
ぢ
つ
と
私
を
見
つ
め
つ
づ
け
て
ゐ
た
か
の
や
う
に
拡
を
見
つ
め

　
　
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
。
「
か
う
や
つ
て
あ
な
た
の
お
側
に
ゐ
さ
え

　
　
す
れ
ば
拡
は
そ
れ
で
好
い
の
」
と
拡
に
さ
も
言
い
た
く
つ
て
た
ま

　
　
ら
な
い
で
ゐ
る
や
う
な
、
愛
情
を
篭
め
た
目
つ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
冬
」
脂
一
月
一
一
日
　
引
用
５
）

　
こ
こ
で
も
あ
る
い
は
本
当
に
節
子
が
そ
う
思
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
「
私
」
と
い
う
語
り
手
に
語

ら
せ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
私
」
の
勝
手
な
思
い
こ

み
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
堀
は
描
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
。
そ

こ
で
、
ま
ず
客
観
的
な
判
断
が
可
能
な
、
節
子
自
身
の
言
葉
と
行
動
か

ら
、
節
子
の
内
面
を
推
測
し
て
み
た
い
。

’
「
春
」
に
は
三
つ
の
場
面
で
節
子
と
「
私
」
の
会
話
が
描
か
れ
て
い

る
。
一
つ
目
は
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
行
き
を
決
め
る
場
面
（
引
用
１
・
２
）
、

二
つ
目
が
四
月
の
中
庭
で
の
場
面
、
三
つ
目
が
、
出
発
前
、
医
師
の
診

断
を
聞
い
て
私
が
衝
撃
を
受
け
て
い
る
場
面
（
引
用
４
）
で
あ
る
。
一

つ
目
の
場
面
で
は
帽
子
を
め
ぐ
っ
て
の
た
わ
い
な
い
話
の
ほ
か
は
前
節

（
引
用
Ｉ
・
２
）
で
引
用
、
要
約
し
た
通
り
で
あ
り
、
彼
女
の
内
面
を

推
測
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
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二
つ
目
の
場
面
で
は
恋
人
同
士
の
た
わ
い
な
い
話
の
後
、
彼
女
が

「
私
」
の
肩
に
も
た
れ
か
か
り
、
小
声
で
次
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
く
姿
が

描
か
れ
て
い
て
、
病
気
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
死
を
強
く
意
識
し
て
い

る
節
子
の
内
面
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
「
私
が
こ
ん
な
に
弱
く
っ
て
、
あ
な
た
に
何
ん
だ
か
お
気
の
毒

　
　
で
…
…
」
彼
女
は
さ
う
囁
い
た
の
を
、
私
は
聞
い
た
と
い
ふ
よ
り

　
　
も
、
む
し
ろ
そ
ん
な
気
が
し
た
位
の
も
の
だ
っ
た
。
（
中
略
）
「
ど
‘

　
　
う
し
て
、
私
、
こ
の
頃
こ
ん
な
に
気
が
弱
く
な
つ
た
の
か
し
ら
？

　
　
こ
な
ひ
だ
う
ち
は
、
ど
ん
な
病
気
の
ひ
ど
い
と
き
だ
っ
て
何
ん
と

　
　
も
思
は
な
か
っ
た
癖
に
…
…
」
と
ご
く
低
い
声
で
、
独
り
言
で
も

　
　
言
ふ
や
う
に
口
ご
も
つ
た
。
（
中
略
）
そ
の
う
ち
彼
女
が
急
に
顔

　
　
を
上
げ
て
、
私
を
ぢ
つ
と
見
つ
め
た
か
と
思
ふ
と
、
そ
れ
を
再
び

　
　
伏
せ
な
が
ら
、
い
く
ら
か
上
ず
つ
た
や
う
な
中
音
で
言
っ
た
。

　
　
「
私
、
な
ん
だ
か
急
に
生
き
た
く
な
つ
た
の
ね
…
…
」
／
そ
れ
か

　
　
ら
彼
女
は
聞
え
る
か
聞
え
な
い
位
の
小
声
で
言
ひ
足
し
た
。
「
あ

　
　
な
だ
の
お
陰
で
…
…
」
（
「
春
」
引
用
６
）

　
一
つ
の
言
葉
ご
と
に
「
気
が
し
た
位
の
も
の
だ
っ
た
」
「
ご
く
低
い

声
で
」
「
聞
こ
え
る
か
聞
こ
え
な
い
位
」
と
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
、
節

子
の
か
弱
さ
、
心
細
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
繰
り
返
し
に
よ
っ

て
全
体
が
幻
覚
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
帯
び
る
が
、
上
ず
っ
た
中
音
で
発

言
さ
れ
た
三
つ
目
の
言
葉
は
そ
れ
に
伴
う
節
子
の
仕
草
か
ら
確
か
な
も

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
の
「
生
き
た
く
な
っ
た
」
は
裏
返

せ
ば
「
死
に
た
く
な
い
」
で
あ
り
、
「
死
」
の
存
在
が
彼
女
の
中
で
大

き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
病
気
の
ひ
ど
い
時
で
も

何
と
も
な
か
っ
た
彼
女
が
「
弱
く
な
っ
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ

は
死
に
対
す
る
恐
怖
で
は
な
く
、
死
に
よ
る
「
私
」
と
の
別
離
に
対
す

る
恐
怖
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
三
つ
目
の
場
面
で
も
同
様
で

あ
る
。
引
用
４
に
続
く
部
分
で
、
節
子
は
「
暖
れ
」
だ
声
、
「
中
性
的

な
」
声
で
「
私
」
に
接
し
、
「
い
ま
泣
い
て
い
ら
し
つ
た
ん
で
せ
う
？
」

と
問
う
。
そ
し
て
「
わ
か
つ
て
ゐ
る
の
、
私
に
も
…
・
：
さ
つ
き
院
長
さ

ん
に
何
か
訪
は
れ
て
い
ら
し
つ
た
の
が
…
…
」
と
い
う
前
提
の
下
に
彼

女
は
「
私
達
、
こ
れ
か
ら
本
当
に
生
き
ら
れ
る
だ
け
生
き
ま
せ
う
ね
…
…
」

と
「
私
」
に
語
り
か
け
る
。
院
長
の
話
を
前
提
に
「
生
き
ら
れ
る
だ
け
」

と
い
う
の
だ
か
ら
節
子
は
自
分
の
寿
命
が
残
り
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
を

覚
悟
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
「
私
達
」
と
い
う
形
で
そ
の
間
を
生
き
て

い
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
節
子
は
死
そ
の
も
の
よ
り
、

「
私
」
と
い
る
時
間
を
失
う
こ
と
が
恐
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
後
の
章
の
中
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
た
と
え
ば
「
風
立

ち
ぬ
」
の
章
の
夜
中
患
者
が
死
ぬ
騒
ぎ
が
起
こ
る
場
面
で
は
、
節
ド
は

「
大
き
く
」
目
を
見
開
い
て
無
言
の
う
ち
に
強
く
私
を
求
め
て
い
る
。

彼
女
は
近
づ
い
た
私
に
「
ま
だ
大
丈
夫
よ
。
」
と
告
げ
る
が
、
「
ま
だ
」

と
い
う
言
葉
に
節
子
が
自
分
の
死
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
読
み

取
れ
よ
う
。
ま
た
、
そ
の
彼
女
は
「
い
つ
も
に
似
ず
」
「
気
弱
さ
う
に
」

「
そ
こ
に
ゐ
て
頂
戴
。
」
と
「
私
」
に
告
げ
る
。
こ
こ
に
は
「
私
」
を
希

求
す
る
節
子
の
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
い
つ
も
は
そ
う
で
な
い

と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
普
段
彼
女
が
私
に
隠
し
て
い
る
そ
の
内
面

の
吐
露
だ
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
だ
け
で
は
甲
に

死
を
恐
怖
し
た
結
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
同
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じ
章
の
終
わ
り
近
く
の
彼
女
の
言
葉
は
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
し
く
物
語
っ

て
い
る
。

　
　
　
「
（
前
略
）
若
し
あ
な
た
が
私
の
そ
ば
に
居
て
ド
さ
ら
な
か
っ
た

　
　
ら
、
私
は
本
当
に
ど
う
な
つ
て
ゐ
た
で
せ
う
？
（
中
略
）
あ
な
た

　
　
が
も
う
お
帰
り
に
な
る
と
私
の
思
ひ
込
ん
で
い
た
時
間
を
ず
う
つ

　
　
と
過
ぎ
て
も
お
帰
り
に
な
ら
な
い
の
で
、
し
ま
ひ
に
は
と
て
も
不

　
　
安
に
な
っ
て
来
た
の
。
さ
う
し
た
ら
、
い
つ
も
あ
な
た
と
一
緒
に

　
　
ゐ
る
こ
の
部
屋
ま
で
が
な
ん
だ
か
見
知
ら
な
い
部
屋
の
や
う
な
気

　
　
が
し
て
き
て
、
こ
は
く
な
っ
て
部
屋
の
中
か
ら
飛
び
出
し
た
く
な

　
　
っ
た
位
だ
つ
た
わ
（
後
略
）
」
彼
女
は
だ
ん
だ
ん
暖
れ
た
や
う
な

　
　
声
に
な
り
な
が
ら
そ
れ
を
言
ひ
畢
へ
る
と
（
中
略
）
私
を
ぢ
つ
と

　
　
見
つ
め
た
。
（
「
風
立
ち
ぬ
」
引
用
７
）

　
こ
こ
に
は
死
の
意
識
と
は
切
り
離
さ
れ
た
「
私
」
の
不
在
に
よ
る
恐

怖
が
語
ら
れ
て
お
り
、
彼
女
に
と
っ
て
最
も
恐
ろ
し
い
の
は
死
で
は
な

く
、
私
を
失
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

　
な
お
、
こ
こ
で
引
用
し
た
文
章
内
に
は
「
中
性
的
な
」
「
暖
れ
た
声
」

が
何
度
も
現
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
作
品
全
体
に
わ
た
っ
て
、
い

ず
れ
も
彼
女
が
死
を
意
識
し
た
と
き
に
使
わ
れ
て
い
る
。

　
Ｉ
　
医
師
に
何
か
聞
い
た
私
に
泣
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
気
遣

　
　
い
話
し
か
け
る
場
面
（
「
春
」
）

　
２
　
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
着
い
た
日
の
（
自
分
が
棺
の
中
に
い
た
と
い

　
　
う
）
夢
に
つ
い
て
話
し
掛
け
よ
う
と
す
る
場
面
。
（
「
風
立
ち
ぬ
し

　
３
　
美
し
い
夕
日
に
（
「
死
ん
で
行
こ
う
と
す
る
も
の
の
眼
」
に
う

　
　
つ
る
）
美
し
さ
を
感
じ
る
場
面
。
（
「
風
立
ち
ぬ
し

　
４
　
「
私
」
を
待
ち
焦
が
れ
て
不
安
に
な
り
、
部
屋
を
飛
び
出
し
て

　
　
「
私
」
の
「
私
達
の
生
活
、
ず
つ
と
あ
と
に
な
っ
て
思
ひ
出
し
た

　
　
ら
ど
ん
な
に
美
し
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
を
思
い
出
し
た
特
。

　
　
（
「
風
立
ち
ぬ
」
引
用
７
、
言
葉
は
後
略
部
分
に
あ
る
）

　
１
は
前
述
の
よ
う
に
「
生
き
ら
れ
る
だ
け
生
き
ま
せ
う
ね
」
と
い
う

言
葉
で
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
２
、
３
は
い
ず
れ
も
後
の
叙
述
に
よ
っ

て
括
弧
内
に
入
れ
た
意
味
が
分
か
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
い

ず
れ
も
節
子
が
自
分
の
死
を
意
識
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
３
の
場
面
で
は
節
子
の
「
そ
ん
な
に
い
つ
ま
で
も
生
き
て
ゐ
ら

れ
た
ら
い
い
わ
ね
」
と
い
う
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
。
４
で
も
「
ず
っ
と

あ
と
」
で
は
彼
女
は
生
き
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
現
前
す
る

「
死
」
の
事
実
を
節
子
が
認
め
た
時
、
涙
声
に
変
わ
る
こ
と
（
心
境
の

変
化
）
を
表
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
「
暖
れ
た
声
」
に
象
徴

さ
れ
る
よ
う
に
、
節
子
は
確
実
に
歩
み
を
進
め
つ
つ
あ
る
「
死
」
の
存

在
を
絶
え
ず
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
私
」
と
の
別
離
を
恐
怖
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
（
注
六
）

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
節
子
は
強
く
死
を
意
識
し
、
死
ま
で
の
間

’
の
私
と
の
一
体
感
を
望
ん
で
い
る
。
こ
の
事
は
前
節
で
述
べ
て
き
た

「
私
」
の
認
識
と
明
ら
か
に
差
か
お
る
。
試
み
に
図
示
す
れ
ば
次
の
よ

う
な
も
の
に
な
ろ
う
。
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私
の
望
む
世
界

空
想
の
中
の
娘

節
子
の
望
む
世
界

－
ｌ
ｉ
ｌ
－
－
ｉ
－
－
ｌ
ｌ
－
－
－
ｉ
－
－
－
－
－
－
－
｀
　
　
　
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
・

詰
問

）

十

現
実
の
節
子

夢→

宸
　
↑

子
牛
Ｊ

現
実→←

「
私
」
十
－
一
現
実
の
私
　
　
　
一

「
私
」
　
↑
　
夢
想
・
同
一
視

節
子
の
病
気
・
言
葉
↓
「
私
」

　
前
述
で
述
べ
た
よ
う
に
「
私
」
は
「
夢
」
を
夢
想
し
っ
づ
け
、
し
ば

し
ば
現
実
の
自
分
と
夢
の
中
の
自
分
を
同
一
視
し
て
い
る
。
一
方
、
節

子
は
死
に
よ
っ
て
引
き
裂
か
れ
る
ま
で
彼
と
一
緒
に
い
た
い
と
現
実
の

生
活
で
の
一
体
感
だ
け
を
希
求
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
が
死
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
そ
の
認
識
の
違
い
か
ら
引
き
裂
か
れ
て
行
く
ド
ラ
マ
が

『
風
立
ち
ぬ
』
の
世
界
で
あ
る
。

　
高
橋
英
夫
氏
は
そ
の
論
文
「
二
人
称
の
余
韻
」
（
注
五
参
照
）
の
中

で
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
　
（
前
略
）
『
風
立
ち
ぬ
』
で
の
一
一
人
称
は
、
は
げ
し
く
一
体
化
を

　
　
希
求
し
な
が
ら
、
そ
の
は
げ
し
さ
の
故
に
か
え
っ
て
一
体
化
か
ら

　
　
運
命
的
に
引
き
裂
か
れ
て
い
っ
て
、
永
遠
の
「
私
」
と
「
お
前
」

　
　
で
あ
り
っ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
愛
を
申
し
分
な
く
表
現

　
　
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　
一
一
人
称
の
問
題
だ
け
に
限
ら
ず
、
こ
の
作
品
は
「
一
体
化
」
か
ら

「
引
き
裂
か
れ
て
い
く
」
「
愛
」
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
原
因
は

希
求
の
は
げ
し
さ
だ
け
で
は
な
い
。
二
人
の
意
識
の
差
（
一
体
化
の
対

象
が
、
節
子
と
私
で
違
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
）
も
大
き
な
要
因
で

あ
ろ
う
。
次
節
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
風
立
ち
ぬ
」
以
降
の
章
に

つ
い
て
、
特
に
節
子
に
対
す
る
「
私
」
の
意
識
を
考
察
す
る
。

　
　
四
　
「
風
立
ち
ぬ
」
「
冬
」
で
の
節
子
に
対
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意
識
の
変
化
に
つ
い
て

　
　
コ
風
立
ち
ぬ
」
の
章
で
は
、
二
人
が
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
到
着
し
て
か

ら
秋
ま
で
の
期
間
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
章
の
冒
頭
近
く
に
は
次
の

よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。

　
　
　
は
じ
め
の
う
ち
は
ふ
た
り
は
そ
の
度
毎
に
目
と
目
で
微
笑
み
あ

　
　
つ
た
が
、
し
ま
ひ
に
は
た
だ
不
安
さ
う
に
互
を
見
合
つ
た
き
り
、

　
　
す
ぐ
二
人
と
も
目
を
そ
ら
せ
た
。

　
こ
こ
で
は
二
人
は
新
し
い
生
活
へ
の
不
安
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
こ

で
「
一
一
人
と
も
目
を
そ
ら
せ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
お
互
い
に
対
す
る
態

度
は
共
通
し
て
い
る
が
、
こ
の
後
に
続
く
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
到
着
と
そ
の

翌
日
の
場
面
で
も
、
一
人
が
そ
の
不
安
を
言
い
出
そ
う
と
す
る
と
も
う

一
人
が
そ
れ
を
言
わ
せ
ま
い
と
口
に
、
指
を
当
て
る
、
と
い
う
行
為
が

相
手
を
代
え
て
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
態
度
の
共
有
に
は
一
一
人
の
一
体

感
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
二
人
は
「
時
間
か
ら
抜
け
出
し
た
や
う

な
日
々
」
に
あ
っ
て
「
少
し
風
変
わ
り
な
愛
の
生
活
」
を
は
じ
め
る
の

だ
が
、
そ
こ
で
「
私
」
は
次
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
（
前
略
）
こ
ん
な
さ
さ
や
か
な
も
の
だ
け
で
私
達
が
こ
れ
ほ
ど
ま
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で
満
足
し
て
ゐ
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
私
が
そ
れ
を
こ
の
女
と
共
に

　
　
し
て
ゐ
る
か
ら
な
の
だ
、
と
云
ふ
こ
と
を
私
は
確
信
し
て
居
ら
れ

　
　
た
。
（
「
風
立
ち
ぬ
」
引
用
８
）

　
こ
れ
は
「
私
」
が
医
師
に
節
子
の
病
状
の
悪
い
こ
と
を
聞
い
た
後
の

叙
述
で
あ
る
。
然
し
、
「
私
」
は
「
春
」
の
時
の
よ
う
に
動
揺
も
せ
ず
、

節
子
と
の
時
間
の
共
有
に
「
満
足
」
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
確
信
」
で

さ
え
あ
る
。
こ
の
少
し
後
ろ
で
も
、
彼
女
が
熱
を
出
し
た
時
は
「
私
た

ち
の
い
く
ぶ
ん
死
の
味
の
す
る
生
の
幸
福
」
が
い
っ
そ
う
「
完
全
に
」

保
た
れ
た
と
断
定
し
て
お
り
、
「
私
」
の
中
で
、
二
人
の
一
体
感
は
揺

ら
い
で
は
い
な
い
。
こ
の
一
体
感
こ
そ
が
前
節
で
み
た
節
子
の
求
め
る

も
の
で
あ
り
、
二
人
は
前
掲
の
図
式
の
下
部
に
あ
っ
て
、
そ
の
世
界
を

共
有
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
次
の
引
用
に
見
ら
れ
る
「
私
」
の
感
覚

に
も
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
「
（
前
略
）
あ
の
と
き
自
然
な
ん
ぞ
を
あ
ん
な
に
美
し
い
と
思
つ

　
　
た
の
は
お
れ
ぢ
や
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
お
れ
達
だ
つ
た
の
だ
。
ま

　
　
あ
言
っ
て
見
れ
ば
、
節
子
の
魂
が
お
れ
の
眼
を
通
し
て
、
そ
し
て

　
　
た
だ
お
れ
の
流
儀
で
、
夢
み
て
ゐ
た
だ
け
な
の
だ
。
…
…
そ
れ
だ

　
　
の
に
、
節
子
が
自
分
の
最
後
の
瞬
間
の
こ
と
を
夢
み
て
ゐ
る
と
も

　
　
知
ら
な
い
で
、
お
れ
は
お
れ
て
、
勝
手
に
お
れ
た
ち
の
長
生
き
し

　
　
た
時
の
こ
と
な
ん
ぞ
考
へ
て
ゐ
た
な
ん
て
…
…
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
風
立
ち
ぬ
」
引
用
９
）

　
節
子
の
末
期
の
眼
を
「
私
」
が
共
有
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。

し
か
し
私
が
節
子
の
ほ
ん
の
少
し
の
変
化
を
感
じ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

り
、
二
人
の
心
は
き
わ
め
て
近
い
。
少
な
く
と
も
「
私
」
は
そ
う
確
信

し
て
い
て
疑
っ
て
い
る
様
子
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
節
子
と
同
化
し
た

よ
う
な
感
覚
は
心
理
的
な
面
だ
け
で
な
く
、
身
体
的
な
も
の
と
し
て
も

書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　
　
　
私
は
彼
女
が
眠
り
な
が
ら
呼
吸
を
速
く
し
た
り
弛
く
し
た
り
す

　
　
る
変
化
を
苦
し
い
ほ
ど
は
つ
き
り
と
感
じ
る
の
だ
っ
た
。
私
は
彼

　
　
女
と
心
臓
の
鼓
動
を
さ
へ
共
に
し
た
。
と
き
ど
き
軽
い
呼
吸
困
難

　
　
が
彼
女
を
襲
ふ
ら
し
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
、
手
を
少
し
経
常
さ
せ

　
　
な
が
ら
咽
の
と
こ
ろ
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
そ
れ
を
抑
へ
る
や
う
な

　
　
手
つ
き
を
す
る
（
中
略
）
／
そ
ん
な
晩
な
ど
、
自
分
も
い
つ
ま
で

　
　
も
寝
つ
か
れ
ず
に
ゐ
る
や
う
な
こ
と
か
あ
る
と
、
私
は
そ
れ
が
癖

　
　
に
で
も
な
つ
た
や
う
に
、
自
分
で
も
知
ら
ず
に
、
手
を
咽
に
近
づ

　
　
け
な
が
ら
そ
れ
を
抑
へ
る
や
う
な
手
つ
き
を
真
似
た
り
し
て
ゐ
る
。

　
　
（
後
略
）
（
「
風
立
ち
ぬ
」
引
用
1
0
）

　
　
「
私
」
は
節
子
の
呼
吸
の
変
化
や
心
臓
の
鼓
動
を
感
じ
る
の
み
な
ら

ず
、
そ
の
病
気
さ
え
共
有
し
よ
う
と
す
る
。
節
子
が
病
気
に
苦
し
む
そ

の
手
つ
き
が
「
癖
に
な
つ
」
て
い
る
こ
と
は
そ
れ
が
一
回
性
の
も
の
で

は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
入
院
し
て
か
ら
あ
た

か
も
節
子
と
そ
の
身
体
を
共
有
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
感
覚
の
中
に
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
一
体
感
は
強
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
節
子
と
の
一
体
感
は
、
し
だ
い
に
失
わ
れ
て

い
く
。
そ
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
の
は
一
つ
に
は
患
者
の
死
で
あ
る
。

立
て
続
け
に
患
者
の
死
を
強
く
意
識
さ
せ
ら
れ
た
「
私
」
は
あ
る
日

「
病
人
の
顔
を
ま
と
も
に
見
ら
れ
ず
に
」
い
る
よ
う
に
な
る
。
私
は
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「
お
互
い
に
分
た
れ
な
い
不
安
や
恐
怖
を
抱
き
は
じ
め
て
」
「
別
々
に
も

の
を
考
え
出
」
し
て
い
る
と
の
意
識
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
花
を
摘
む
看
護
婦
に
患
者
の
死
を
想
像
し
た
こ
と
に
始
ま
り
、

節
子
の
棺
の
中
に
い
た
と
い
う
夢
の
話
で
終
わ
る
こ
と
か
ら
、
節
子
の

死
を
予
測
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
そ
れ
が
彼
女

と
の
一
体
感
を
妨
げ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
契
機
と
し
て
は
、
節
子
の

父
の
来
訪
が
挙
げ
ら
れ
る
。
父
の
来
訪
を
告
げ
た
後
、
「
私
」
は
節
子
‘

に
「
い
つ
も
父
の
前
で
の
み
浮
か
べ
る
ら
し
い
少
女
ら
し
い
微
笑
の
下

描
き
の
や
う
な
も
の
」
を
認
め
る
。
父
の
来
訪
は
節
子
の
少
女
ら
し
さ

を
引
き
出
し
「
見
知
ら
な
い
」
少
女
の
印
象
を
「
私
」
に
与
え
る
。
私

の
意
識
は
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
な
「
私
た
ち
」
で
は
な
く
、
「
病
人
」

「
少
女
」
と
「
私
」
と
い
う
認
識
に
な
っ
て
お
り
、
一
体
感
は
失
わ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
直
後
、
節
子
は
絶
対
安
静
に
陥
る
が
、
そ
れ

を
抜
け
た
後
の
私
の
感
慨
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
う
し
て
私
た
ち
は
（
中
略
）
い
ま
し
が
た
ま
で
私
た
ち
を
肉

　
　
体
的
ば
か
り
で
な
く
、
精
神
的
に
も
襲
ひ
か
か
つ
て
ゐ
る
や
う
に

　
　
み
え
た
危
機
を
、
こ
と
も
な
げ
に
切
り
抜
け
出
し
て
ゐ
た
。
少
な

　
　
く
と
も
私
達
に
は
そ
う
見
え
た
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
風
立
ち
ぬ
」
引
用
‥
‥
１
１
）

　
　
「
少
な
く
と
も
」
「
そ
う
見
え
た
」
と
い
う
表
現
は
、
自
分
達
の
見

知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
の
危
機
存
在
を
暗
示
す
る
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

す
で
に
見
た
よ
う
な
二
人
の
幸
福
な
一
体
感
に
対
し
て
の
「
確
信
」
は

う
す
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
私
」
が
節
子
と
の
同
化
を
望
む
こ
と
を
や
め
、
節
子

を
他
者
と
し
て
認
識
し
た
時
か
ら
、
（
「
私
」
の
目
か
ら
見
た
）
二
人
の

意
識
の
す
れ
違
い
が
作
中
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
「
私
」

は
自
分
達
の
生
活
の
「
生
の
愉
し
さ
」
を
「
確
実
な
も
の
」
に
す
べ
く
、

小
説
の
構
想
を
練
り
は
じ
め
る
。
こ
の
こ
と
は
現
実
の
「
生
の
愉
し
さ
」

が
確
実
で
は
な
く
な
っ
た
（
二
人
の
意
識
か
す
れ
違
う
よ
う
に
な
っ
た
）

か
ら
、
そ
れ
を
別
の
と
こ
ろ
で
つ
か
も
う
と
も
が
い
て
い
る
と
解
釈
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
私
」
は
現
実
の
節
子
で
は
な
く
、
夢
想

の
中
の
節
子
に
話
し
か
け
る
。
そ
の
物
語
で
は
、
ち
ょ
う
ど
冒
頭
で
二

人
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
「
私
」
は
「
果
て
し
が
な
い
や
う
に
」
思

わ
れ
る
時
間
を
生
き
て
い
る
。
彼
の
書
く
物
語
は
「
私
た
ち
の
生
の
幸

福
を
主
題
に
し
た
」
物
語
で
あ
り
、
「
私
」
は
次
の
「
冬
」
の
章
で
も

「
二
人
の
人
間
が
そ
の
余
り
に
も
短
い
一
生
の
間
を
ど
れ
だ
け
お
互
に

幸
福
に
さ
せ
合
へ
る
か
」
と
い
う
主
題
で
自
分
達
の
生
活
を
描
こ
う
と

す
る
。
「
そ
れ
を
措
い
て
、
い
ま
の
私
に
何
か
描
け
る
だ
ら
う
か
」
（
十

月
二
十
七
日
）
と
ま
で
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
物
語
は
現
実
の
生

活
の
代
替
物
で
あ
る
。
そ
の
性
急
さ
は
喪
わ
れ
た
一
体
感
を
求
め
る
性

急
さ
な
の
で
あ
る
。
少
し
後
ろ
に
な
る
が
、
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。

　
　
　
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
私
は
そ
れ
を
読
み
続
け
て
ゐ
る
自
分
自

　
　
身
の
裡
に
、
そ
の
物
語
の
主
題
を
な
し
て
ゐ
る
私
た
ち
自
身
の

　
　
「
幸
福
」
を
も
う
完
全
に
は
昧
は
へ
さ
う
に
な
く
な
つ
て
ゐ
る
、

　
　
本
当
に
思
ひ
が
け
な
い
不
安
さ
う
な
「
私
」
の
姿
を
見
出
し
は
じ

　
　
め
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
私
の
考
へ
は
い
つ
か
そ
の
物
語
そ
の
も
の

　
　
を
離
れ
出
し
て
ゐ
た
。
（
「
冬
」
卦
一
月
二
十
日
　
引
用
1
2
）

　
　
　
（
論
者
注
「
そ
れ
」
は
、
作
中
作
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
二
人
の

-
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生
活
の
物
語
の
こ
と
で
あ
る
）

　
こ
こ
を
見
る
と
「
私
」
が
以
前
現
実
に
感
じ
て
い
た
「
幸
福
」
、
今

で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
節
子
と
の
幸
福
な
一
体
感
を
味
わ
う
た
め
に

こ
の
物
語
を
書
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の

物
語
の
中
の
「
幸
福
」
は
現
実
の
節
子
の
容
態
を
前
に
「
確
か
な
も
の
」

に
な
り
え
な
い
。
彼
は
、
物
語
に
没
入
で
き
ず
、
現
実
に
戻
る
こ
と
を

余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
後
、
彼
は
「
高
く
狙
い
過
ぎ
」
た
の
か
「
お
れ
の
生
の
欲
求
を
」

「
見
く
び
り
過
ぎ
」
た
の
か
と
考
え
て
い
る
。
現
実
に
満
足
で
き
ず
現

実
の
節
子
を
他
者
と
感
じ
、
物
語
の
中
の
節
子
と
同
化
し
よ
う
と
し
た

「
私
」
の
生
の
欲
求
が
、
現
実
の
節
子
と
の
一
体
感
を
逆
に
喪
わ
せ
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
小
説
を
書
い
て
行
く
一
方
で
、
私
は
過
去
の
世
界
に
も
惹
か
れ
て
い

く
。
彼
は
森
の
中
で
彼
女
の
後
ろ
を
歩
き
な
が
ら
、
二
年
前
の
夏
の
体

験
と
現
在
の
自
分
を
重
ね
（
十
月
二
十
七
日
）
、
昔
の
夢
に
逍
遥
し
、

現
実
に
夢
の
背
景
を
重
ね
て
み
た
り
（
十
一
月
十
日
）
、
現
実
の
景
色

に
過
去
の
光
景
を
重
ね
て
み
た
り
し
て
い
る
（
十
一
月
二
十
日
）
。
彼

が
節
子
の
死
と
い
う
現
実
か
ら
逃
避
し
、
幸
せ
な
記
憶
の
時
間
に
身
を

置
こ
う
と
す
る
の
は
、
小
説
の
世
界
に
自
分
達
の
幸
福
を
「
確
か
な
も

の
」
と
し
て
定
着
し
よ
う
と
し
た
態
度
に
通
ず
る
で
あ
ろ
う
。
「
私
」

が
こ
れ
ら
の
過
去
の
記
憶
や
物
語
世
界
に
の
め
り
込
ん
で
行
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
物
語
の
冒
頭
に
お
い
て
、
前
掲
図
の
下
部
で
一
体
化
し
て
い

た
二
人
は
、
夢
（
物
語
）
の
中
の
私
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
私
と
現
実

に
一
体
感
を
求
め
る
節
子
に
別
れ
て
い
く
。
そ
の
結
果
、
節
子
は
一
体

感
を
失
い
二
人
の
仲
は
乖
離
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
　
「
冬
」
の
章
で
は
「
冬
」
か
ら
節
子
の
死
の
少
し
前
ま
で
の
生
活
が

日
記
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
も
は
や
二
人
の
間
に
一
体
感
は

な
い
。
そ
の
こ
と
が
「
風
立
ち
ぬ
」
の
章
と
対
照
的
な
表
現
に
よ
っ
て

書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
風
立
ち
ぬ
」
の
章
の
冒
頭
近
く
で

は
、
一
一
人
が
同
じ
光
景
を
見
な
が
ら
同
化
し
た
よ
う
な
感
覚
（
引
用
1
0
）

や
、
呼
吸
困
難
を
共
有
す
る
よ
う
な
感
覚
（
引
用
‥
恐
が
語
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
、
こ
の
文
章
の
冒
頭
で
は
、
栗
の
落
ち
る
音
を
聞
い
て
も
、

「
私
」
に
は
そ
れ
が
何
だ
か
分
か
ら
ず
、
節
子
に
は
節
子
に
は
分
か
っ

て
い
る
、
と
い
う
状
況
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
病
人
の
咳
を

「
私
」
は
「
不
安
な
気
持
ち
」
で
聞
く
ば
か
り
で
、
彼
女
と
同
化
す
る

よ
う
な
感
覚
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
（
十
月
二
十
七
日
）
。
サ
ナ
ト
リ
ウ

ム
に
着
い
た
直
後
の
彼
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
自
分
の
よ
う
に

感
じ
模
倣
さ
え
し
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
節
子
は
す
で
に
死
に
ゆ
く
他
者

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
目
の
ま
わ
り
の
痙
撃
に

も
「
私
」
は
不
安
を
感
じ
る
だ
け
で
あ
る
。
（
十
一
月
七
一
七
日
）

’
こ
の
二
つ
の
章
に
は
冒
頭
付
近
以
外
に
も
表
現
の
照
応
が
見
ら
れ
る
。

二
つ
の
章
の
終
わ
り
近
く
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
父
の
来
訪
と
、
山
肌
に
父

を
見
出
す
節
子
の
姿
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
話
さ
れ
る
節
子
の
言

葉
も
ま
た
対
比
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
ど
ん
な
に
体
の
悪
い
と
き
で
も
、
私
は
一
度
だ
っ
て
家
へ
帰
り

　
　
た
い
な
ん
ぞ
と
思
っ
た
こ
と
は
な
い
わ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
風
立
ち
ぬ
」
引
用
1
3
）
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「
お
前
、
家
へ
帰
り
た
い
の
だ
ら
う
？
」
（
中
略
）
彼
女
は
殆
ど

　
　
す
げ
な
い
や
う
な
目
つ
き
で
私
を
見
つ
め
返
し
て
ゐ
た
が
、
急
に

　
　
そ
の
目
を
反
ら
せ
な
が
ら
、
／
「
え
え
、
な
ん
だ
か
帰
り
た
く
な

　
　
つ
ち
や
つ
た
わ
」
と
聞
え
る
か
聞
え
な
い
位
な
、
か
す
れ
た
声
で

　
　
言
っ
た
。
（
「
冬
」
十
二
月
五
日
（
「
風
立
ち
ぬ
」
引
用
1
4
）

　
こ
の
二
つ
の
場
面
で
は
、
ま
っ
た
く
正
反
対
と
い
っ
て
い
い
反
応
が

描
か
れ
て
い
る
。
「
す
げ
な
い
目
つ
き
」
は
私
の
言
葉
に
対
す
る
無
言
‘

の
非
難
で
あ
ろ
う
。
節
子
の
言
葉
に
し
て
も
、
本
心
か
ら
言
っ
た
も
の

で
な
い
こ
と
は
「
目
を
そ
ら
せ
」
て
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
わ
か

る
が
、
「
風
立
ち
ぬ
」
の
章
で
は
私
を
気
遣
い
、
ま
た
一
度
も
帰
り
た

い
と
思
わ
な
か
っ
た
と
明
言
し
て
い
た
節
子
が
こ
の
よ
う
な
言
動
を
と

る
こ
と
自
体
、
私
と
の
一
体
感
が
も
は
や
修
復
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
節
子
は
孤
独
の
中
で
死
を
覚
悟
し
、
「
私
」
で

は
な
く
父
に
そ
の
理
解
者
を
見
出
し
て
い
る
。
も
は
や
「
私
」
は
死
に

至
る
節
子
の
心
の
支
え
で
も
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
　
「
風
立
ち
ぬ
」
の
章
と
「
冬
」
の
章
に
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
二
人
の
心
の
乖
離
し
て
い
く
様
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
心
の
動
き
が
、

明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
背
後
に
前
述
の
よ
う
な
意
識
の

差
が
原
因
と
し
て
ひ
か
え
て
い
る
以
上
、
解
決
は
難
し
い
。
堀
は
こ
の

問
題
に
ど
の
よ
う
な
解
決
を
つ
け
た
の
か
、
次
に
終
章
を
見
て
い
く
こ

と
に
す
る
。

　
五
　
終
章
「
死
の
か
げ
の
谷
」
に
お
け
る
「
私
」
の
心
情
の
変
化

終
章
は
節
子
の
死
か
ら
約
三
年
半
後
の
こ
と
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
私
」
は
ま
だ
「
夢
」
に
対
す
る
こ

だ
わ
り
を
捨
て
て
は
い
な
い
。
小
屋
の
中
に
寝
台
な
ど
が
二
人
分
あ
る

の
を
見
て
「
丁
度
お
前
と
私
と
の
た
め
の
や
う
に
」
置
い
て
あ
る
と
感

じ
、
「
お
前
と
差
し
向
か
ひ
の
寂
し
さ
で
暮
ら
す
こ
と
を
、
昔
の
私
は

ど
ん
な
に
夢
見
て
ゐ
た
こ
と
か
」
と
回
顧
す
る
（
十
二
月
一
日
）
。
そ

し
て
別
な
日
に
は
「
あ
た
か
も
」
節
子
が
「
小
屋
の
中
に
居
で
も
す
る

か
の
や
う
に
想
像
し
」
て
独
り
言
を
言
い
、
今
は
亡
き
節
子
が
足
音
を

た
て
る
の
を
気
遣
っ
て
さ
え
い
る
（
十
二
月
五
日
）
。
そ
し
て
そ
れ
に

続
く
場
面
で
は
、
次
の
様
に
感
じ
て
い
る
。

　
　
　
そ
の
と
き
殆
ど
同
時
に
、
私
は
自
分
の
す
ぐ
傍
に
立
つ
た
ま
ま
。

　
　
お
前
が
さ
う
い
ふ
時
の
癖
で
、
何
も
言
は
ず
に
、
た
だ
大
き
く
目

　
　
を
印
り
な
が
ら
私
を
ぢ
つ
と
み
つ
め
て
ゐ
る
の
を
、
苦
し
い
ほ
ど

　
　
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
た
。
（
十
二
月
五
日
　
引
用
1
5
）

　
こ
こ
で
も
彼
は
亡
く
な
っ
た
節
子
の
不
在
を
い
ま
だ
現
実
の
も
の
と

し
て
自
覚
し
て
い
な
い
。
彼
は
節
子
の
そ
う
い
う
時
の
「
癖
」
を
「
苫

し
い
ほ
ど
ま
ざ
ま
ざ
と
」
感
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
風
立
ち
ぬ
」

冒
頭
の
「
癖
」
の
描
写
を
想
起
さ
せ
、
当
時
の
彼
の
節
子
と
の
ご
陣
感

を
連
想
さ
せ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま
で
彼
女
と
感
覚
を
共
有
し
て

い
た
頃
の
記
憶
の
中
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
創
り
上
げ
た
幻
想

の
世
界
の
中
に
住
み
、
幻
想
の
中
の
自
分
と
自
分
を
同
一
視
す
る
こ
と

で
彼
女
と
の
一
体
感
を
得
て
い
る
。
こ
れ
は
「
風
立
ち
ぬ
」
「
冬
」
で

見
て
き
た
「
私
」
の
認
識
　
　
現
実
に
同
化
の
対
象
（
節
子
）
を
失
っ

て
、
物
語
や
過
去
の
中
の
自
分
と
現
在
の
自
分
を
同
一
視
す
る
こ
と
で

幻
想
の
中
に
幸
福
を
見
い
だ
す
Ｉ
Ｉ
－
－
と
一
致
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
い
つ
ま
で
も
そ
う
や
っ
て
自
分
を
だ
ま
せ
は
し
な
い
。
十

二
月
七
日
の
散
歩
で
「
す
べ
て
の
物
が
既
に
失
は
れ
て
、
い
ま
の
自
分

に
何
一
つ
残
つ
て
は
ゐ
な
い
こ
と
」
を
悟
っ
て
か
ら
の
彼
は
「
ど
う
い

ふ
も
の
か
、
お
前
が
ち
っ
と
も
生
き
生
き
と
私
に
蘇
っ
て
来
な
い
」
の

で
堪
ら
な
い
心
境
に
な
る
。
そ
し
て
「
た
と
ひ
わ
れ
死
の
か
げ
の
谷
を

歩
む
と
も
禍
害
を
お
そ
れ
じ
、
な
ん
ぢ
我
と
と
も
に
在
せ
ば
な
り
」
と

自
分
に
い
っ
て
聞
か
せ
る
が
、
「
た
だ
空
虚
に
感
ぜ
ら
れ
る
ば
か
り
」

で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
節
子
の
死
と
い
う
現
実
を
彼
が
認
識
し
つ
つ
あ

り
、
幻
想
に
没
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
記
憶
が
鮮
明
で
な
く
な
る
の
は
、
目
の
前
の
現
実
の
世
界
が
存
在
感

を
増
し
て
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
荒
々
し
い
気
持
ち
に
な
っ
た
時
だ
け

彼
女
が
蘇
っ
て
く
る
の
は
、
そ
の
時
だ
け
知
性
の
働
き
が
疎
外
さ
れ
、

現
実
の
世
界
か
ら
意
識
が
遊
離
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
不
在

に
よ
っ
て
高
ま
っ
た
彼
女
と
の
一
体
化
の
希
求
は
、
彼
に
「
な
ん
ぢ
我

と
と
も
に
在
」
す
と
つ
ぶ
や
か
せ
る
が
、
そ
れ
が
「
空
虚
」
で
あ
る
の

は
、
彼
の
知
性
が
節
子
の
不
在
を
認
識
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の

夢
見
る
感
性
と
さ
め
た
知
性
の
二
律
背
反
に
苦
し
む
姿
は
、
「
冬
」
の

後
半
で
も
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
私
」
は
、
現
実
に
求
め
え
な
い
節

子
と
の
一
体
感
を
物
語
や
記
憶
の
中
に
探
り
、
一
方
で
、
節
子
の
病
、

死
と
い
う
現
実
を
前
に
し
て
の
知
性
の
働
き
か
ら
、
そ
れ
に
没
入
す
る

こ
と
が
で
き
ず
に
苦
し
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
み
る

と
、
終
章
は
前
二
章
と
そ
の
心
理
の
変
化
に
於
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
の
経

緯
を
た
ど
っ
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
。
だ
と
す
れ
ば
、
終
章
は
前
二
章

の
繰
り
返
し
に
過
ぎ
な
い
の
か
。

　
し
か
し
終
章
に
は
前
二
章
と
比
べ
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
他

者
と
し
て
の
節
子
を
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
点
て
あ
る
。

そ
れ
は
リ
ル
ケ
と
の
遅
迢
と
い
う
形
で
作
中
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
け
ふ
も
一
日
中
私
は
（
中
略
）
リ
ル
ケ
の
「
レ
ク
ヰ
ェ
ム
」
に

　
　
向
つ
て
ゐ
た
。
未
だ
に
お
前
を
静
か
に
死
な
せ
て
お
か
う
と
は
せ

　
　
ず
に
、
お
前
を
求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
、
自
分
の
女
々
し
い
心
に

　
　
何
か
後
悔
に
似
た
も
の
を
は
げ
し
く
感
じ
な
が
ら
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
二
月
十
七
日
　
引
用
1
6
）

　
　
　
私
は
そ
れ
を
一
度
も
振
り
向
か
う
と
は
し
な
い
で
、
ず
ん
ず
ん

　
　
林
を
下
り
て
行
っ
た
。
さ
う
し
て
私
は
何
か
胸
を
し
め
つ
け
ら
れ

　
　
る
や
う
な
気
持
ち
に
な
り
な
が
ら
、
き
の
ふ
読
み
畢
へ
た
リ
ル
ケ

　
　
の
「
レ
ク
ヰ
ェ
ム
」
の
最
後
の
数
行
が
自
分
の
口
を
衡
い
て
出
る

　
　
が
ま
ま
に
任
せ
て
ゐ
た
。

　
　
　
　
　
帰
っ
て
入
ら
つ
し
や
る
な
。
そ
う
し
て
も
し
お
前
に
我
慢

　
　
　
　
で
き
た
ら
、
／
死
者
た
ち
の
間
に
死
ん
で
お
出
。
死
者
に
も

　
　
　
　
た
ん
と
仕
事
は
あ
る
。
（
後
略
）
（
十
二
月
十
八
日
　
引
用
1
7
）

　
引
用
1
6
で
は
、
節
子
を
「
未
だ
に
」
「
死
な
せ
て
お
こ
う
」
と
し
な

う
っ
た
事
を
後
悔
し
て
い
る
。
ま
た
、
引
用
1
7
で
は
、
「
死
者
た
ち
の

間
」
「
死
ん
で
お
出
」
「
死
者
に
も
」
と
彼
女
の
死
を
は
っ
き
り
と
自
覚

し
断
言
し
て
い
る
。
ま
た
引
用
1
7
の
前
に
は
自
分
の
背
後
に
足
音
（
お

そ
ら
く
は
節
子
の
）
を
聞
く
描
写
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
「
私
」
は

コ
度
も
振
り
向
か
う
と
は
し
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
現
実
を

直
視
し
よ
う
と
す
る
覚
悟
が
感
じ
ら
れ
る
。
明
ら
か
に
「
私
」
は
節
子

を
他
者
と
し
て
自
覚
し
、
そ
れ
ま
で
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
節
子
と
の

一19



一
体
感
を
持
つ
こ
と
を
自
ら
放
棄
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
章
ま
で
に
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は

自
意
識
の
痛
み
を
描
く
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
現
実
を
踏
ま
え
た
新
し
い

生
へ
の
出
発
（
こ
れ
こ
そ
が
「
我
々
の
運
命
よ
り
以
上
」
の
生
だ
と
論

者
は
考
え
る
）
と
い
う
方
向
性
を
提
示
し
、
そ
の
存
在
は
作
品
を
救
っ

て
い
る
。

　
現
実
を
直
視
し
、
生
き
る
こ
と
の
決
意
は
何
を
生
み
だ
し
た
の
か
。

終
末
近
く
の
場
面
で
、
彼
は
小
屋
の
灯
り
が
ず
っ
と
下
の
林
ま
で
差
込

ん
で
い
る
こ
と
と
、
そ
の
灯
り
が
小
屋
か
ら
見
る
と
ほ
ん
の
わ
ず
か
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
次
の
よ
う
な
感
懐
を
抱
く
。

　
　
　
〒
１
－
だ
が
、
こ
の
明
り
の
影
の
工
合
な
ん
か
、
ま
る
で
お
れ
の

　
　
人
生
に
そ
つ
く
り
ぢ
や
な
い
か
。
お
れ
は
、
お
れ
の
人
生
の
ま
は

　
　
り
の
明
る
さ
な
ん
ぞ
、
た
っ
た
こ
れ
つ
許
り
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
が
、

　
　
本
当
は
こ
の
お
れ
の
小
屋
の
明
り
と
同
様
に
、
お
れ
の
思
つ
て
ゐ

　
　
る
よ
り
か
も
つ
と
も
つ
と
沢
山
あ
る
の
だ
。
（
後
略
）
（
「
十
二
月

　
　
二
十
四
日
」
　
引
用
1
8
）

　
そ
れ
ま
で
は
自
分
の
夢
ば
か
り
追
い
続
け
て
き
た
「
私
」
だ
が
、
こ

こ
に
至
っ
て
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
考
え
と
は
違
う
価
値
観
の
存
在
に
気

づ
い
て
い
る
。
こ
の
場
面
の
象
徴
性
を
ど
う
と
ら
え
る
か
は
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
見
が
あ
っ
て
難
し
い
が
、
自
分
の
人
生
に
於
い
て
「
こ
れ
つ
ば

か
り
」
と
過
小
評
価
し
て
い
た
も
の
が
「
も
っ
と
た
く
さ
ん
」
あ
っ
て

そ
れ
が
自
分
を
「
生
か
し
て
置
い
て
く
れ
て
い
る
」
と
い
う
風
に
発
想

の
転
換
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
。

　
物
語
の
初
め
で
は
幸
福
な
一
体
感
は
現
実
の
も
の
で
あ
っ
た
。
や
が

て
現
実
の
厳
し
さ
は
そ
れ
を
蝕
ん
で
行
く
が
、
「
私
」
は
あ
く
ま
で
も

そ
れ
を
追
い
求
め
る
。
現
実
の
節
子
と
の
生
活
に
幸
福
な
一
体
感
を
感

じ
ら
れ
な
く
な
る
と
、
彼
は
幻
想
世
界
（
物
語
や
追
憶
）
を
構
築
し
、

そ
の
中
に
夢
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
「
私
」
の
思
い
（
激
し

い
「
生
の
欲
求
」
）
が
、
か
え
っ
て
彼
を
幸
福
な
一
体
感
か
ら
疎
外
す

る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
物
語
の
流
れ
を
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
。
そ
れ

を
こ
こ
の
言
葉
に
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
私
の
思
い
（
激
し
い
「
生
の

欲
求
」
）
か
ら
考
え
る
と
「
こ
れ
つ
ば
か
り
」
の
幸
福
と
思
わ
れ
た
節

乙
Ｊ
と
の
生
活
が
「
も
つ
と
も
つ
と
沢
山
」
の
幸
福
で
満
た
さ
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
自
分
は
今
「
生
か
せ
て
」
も
ら
っ
て
い
る
ん

だ
と
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
彼
は
幸
福
か
ら
の
疎
外

感
を
免
れ
て
い
る
。

　
こ
の
発
想
の
転
換
は
、
十
二
月
三
十
日
に
は
「
そ
ん
な
幸
福
だ
と
か

何
ん
だ
と
か
言
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
言
っ
て
は
あ
れ
程
お
れ
達
を
や
き

も
き
さ
せ
て
ゐ
た
つ
け
が
、
も
う
今
ぢ
や
あ
忘
れ
て
ゐ
よ
う
と
思
へ
ば

す
つ
か
り
忘
れ
て
ゐ
ら
れ
る
位
だ
。
」
と
い
う
魂
の
平
安
を
彼
に
も
た

ら
す
。
幸
福
は
決
し
て
自
分
が
思
っ
て
い
た
よ
う
な
形
の
も
の
で
し
か

な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
目
を
逸
し
て
い
た
現
実
の
中
に
こ
そ
幸
福

が
あ
っ
た
の
だ
、
と
そ
う
悟
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
か
つ
て
は
あ
れ
ほ
ど
」

「
や
き
も
き
」
し
た
自
分
た
ち
が
幸
福
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題

は
無
意
味
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
思
い
に
よ
る
呪
縛
か
ら

自
由
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
節
子
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
っ
て

い
た
私
の
思
い
が
再
び
節
子
に
向
き
直
る
こ
と
で
あ
り
、
図
１
に
提
示

し
た
関
係
図
は
以
下
の
様
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
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空
想
の
中
の
節
子

ji有y’
-

（
節
子
）

　
一

現
実
二
体
感
）

　
一

　
　
空
想
の
中
の
「
私
」
上
現
実
の
私

　
　
］
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
－
’
に
　
　
　
］
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
私
」
　
　
↑
　
夢
想
・
同
一
視

節
子
の
病
気
・
言
葉
↓
　
「
私
」

　
　
　
　
節
子
の
死
の
自
覚
　
↓
　
「
私
」

（
図
２
）

　
現
実
に
他
者
と
の
同
化
と
い
う
形
で
の
一
体
感
が
喪
わ
れ
る
と
「
私
」

は
幻
想
世
界
を
構
築
し
、
そ
こ
に
埋
没
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
魂
の
平
安

を
得
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
現
実
に
よ
っ
て
常
に
破
ら
れ
る
。

幸
福
な
幻
想
世
界
に
没
入
す
る
こ
と
も
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
も
出
来

ず
、
私
は
現
実
と
夢
の
間
に
あ
っ
て
苦
し
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ

に
至
っ
て
、
彼
は
節
子
の
死
を
自
覚
す
る
。
彼
女
と
同
化
す
る
よ
う
な

一
体
感
を
持
つ
こ
と
だ
け
が
幸
福
だ
と
考
え
て
い
た
彼
は
、
こ
こ
で
は

節
子
を
「
死
者
」
と
し
て
自
ら
に
一
体
化
を
禁
じ
て
い
る
。
同
化
の
対

象
で
は
な
く
、
他
者
と
し
て
節
子
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
節

子
と
の
生
活
に
生
の
充
溢
を
感
じ
、
そ
こ
に
「
幸
福
」
を
超
越
し
た
世

界
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
図
２
中
の
「
私
」
の
位
置
の
変
化
は
夢
に

激
し
く
希
求
を
持
ち
な
が
ら
も
現
実
へ
と
回
帰
し
、
現
実
を
ふ
ま
え
た

新
し
い
生
へ
の
出
発
（
現
実
）
を
試
み
る
主
人
公
の
心
の
動
き
を
示
し

て
い
る
。
こ
の
図
１
か
ら
図
２
に
い
た
る
過
程
で
の
「
私
」
の
苦
悩
と

そ
の
苦
悩
の
中
か
ら
現
実
を
身
据
え
る
こ
と
で
［
私
］
の
得
た
魂
の
平

安
、
そ
れ
こ
そ
が
、
我
々
が
こ
の
作
品
か
ら
読
み
取
っ
て
行
か
ね
ば
な

ら
ぬ
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
堀
の
小
説
に
は
多
く
他
者
に
同
化
し
、
一
体
感
や
幸
福
を
感
じ
る
人

物
が
多
数
登
場
す
る
。
ま
た
、
自
ら
創
り
上
げ
た
幻
影
世
界
へ
の
憧
憬

を
も
ち
、
そ
こ
に
没
人
せ
ん
と
す
る
人
物
が
登
場
す
る
。
そ
れ
ら
が
、

堀
辰
雄
の
作
品
に
見
ら
れ
る
甘
さ
と
し
て
批
判
さ
れ
る
二
囚
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
に
於
い
て
は
払
拭
さ
れ

ね
ば
な
る
ま
い
。
他
者
と
の
同
化
に
対
す
る
欲
求
の
強
さ
は
、
か
え
っ

て
現
実
財
界
で
の
生
の
充
溢
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
、
他
者

を
逆
に
異
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
幻
影
財
界
か
ら
自
由
に
な
る
人
物

が
こ
の
作
品
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
か
げ
ろ
ふ
の
日

記
」
を
へ
て
「
菜
穂
子
」
「
ふ
る
さ
と
び
と
」
に
い
た
る
作
品
群
の
な

か
で
探
求
さ
れ
、
一
つ
の
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
注

巾
　
谷
田
昌
平
『
堀
辰
雄
　
そ
の
生
涯
と
文
学
』
（
花
順
礼
、
昭
和
丘

　
八
年
七
月
）

②
　
遠
藤
周
作
『
堀
辰
雄
』
言
古
堂
書
店
、
昭
和
三
〇
年
十
．
月
）

③
　
「
『
風
立
ち
ぬ
』
試
論
－
支
配
の
構
造
―
」
（
証
文
論
叢
昭
和
五
六

　
年
九
月
）

　
た
だ
し
、
「
堀
辰
雄
の
文
学
」
（
桜
楓
礼
、
昭
和
五
九
年
二
月
）
に
よ
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る
。
他
に
も
堀
田
善
衛
「
乱
世
文
学
者
」
『
文
学
界
』
（
昭
和
二
十
八

　
年
　
八
月
号
）
な
ど
が
あ
る
。

㈲
　
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
発
表
誌
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
「
序
曲
」
『
改
造
』
昭
和
十
一
年
十
二
月
号
（
「
風
立
ち
ぬ
」
の
一
部

　
で
「
発
端
」
と
題
さ
れ
て
い
た
）

　
　
「
風
立
ち
ぬ
」
同
右
（
「
発
端
」
「
Ｉ
」
「
ｎ
」
「
Ⅲ
」
の
４
章
に
分
け

　
ら
れ
て
い
る
。
）

　
　
「
冬
」
『
文
芸
春
秋
』
昭
和
十
二
年
一
月
号
　
新
潮
社
版
「
風
立
ち

　
ぬ
」
に
は
右
が
初
出
誌
と
同
様
の
形
で
独
立
し
た
二
編
の
短
編
と
し

　
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
春
」
『
新
女
苑
』
昭
和
十
二
年
四
月
号
（
原
題
「
婚
約
」
）

　
　
「
死
の
か
げ
の
谷
」
『
新
潮
』
昭
和
十
三
年
三
月

圓
　
高
橋
英
夫
コ
ー
人
称
の
余
韻
」
（
『
ュ
リ
イ
カ
』
昭
和
五
三
年
九
月

　
号
）
で
は
、
「
風
立
ち
ぬ
」
の
中
で
、
節
子
に
対
す
る
呼
称
が
様
々

　
に
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の
時
々
に
そ
う
い
っ
た
呼
称

　
で
呼
ぶ
し
か
な
い
「
私
」
が
い
る
。
動
い
て
い
る
の
は
女
の
方
で
は

　
な
く
て
む
し
ろ
「
私
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
呼
称
の
揺
れ
は
、
「
私
」

　
の
節
子
に
対
す
る
気
持
ち
の
揺
れ
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い

　
う
主
旨
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

㈲
　
「
冬
」
の
章
の
堀
の
婚
約
者
矢
野
綾
子
の
前
日
の
日
付
の
あ
る
部

　
分
で
も
「
か
す
れ
た
」
声
が
出
て
き
て
い
る
が
、
今
回
は
こ
れ
を
省

　
い
た
。
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