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小
寺
菊
子
の
死
生
観 

―
「
逝
く
者
」
よ
り 

水
野

真
理
子 

一
、
は
じ
め
に 

大
正
の
三
閨
秀
の
一
人
と
も
称
さ
れ
た
、
富
山
出
身
の
女
流
作

家
小
寺
（
尾
島
）
菊
子
（
一
八
七
九
―
一
九
五
七
）
は
、
こ
れ
ま

で
主
に
少
女
小
説
の
作
家
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
一

。
実
際
に
、

一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
、
二
十
四
歳
で
、
秋
香
女
子
の
ペ
ン

ネ
ー
ム
で
小
説
を
書
き
始
め
た
彼
女
が
、
作
家
と
し
て
名
を
成
し

て
い
く
過
程
に
お
い
て
は
、
当
時
少
女
ら
に
人
気
の
高
か
っ
た
少

女
雑
誌
に
、
数
多
く
の
少
女
小
説
を
発
表
し
、
少
女
時
代
の
家
庭

で
の
経
験
、
父
と
の
関
係
、
ま
た
嫁
姑
問
題
に
翻
弄
さ
れ
た
母
の

姿
、
そ
れ
ら
を
描
き
な
が
ら
、
そ
の
家
庭
環
境
の
中
で
少
女
が
煩

悶
し
、
成
長
し
て
い
く
と
い
う
物
語
に
秀
作
が
見
ら
れ
た
。 

し
か
し
、
彼
女
に
は
、
少
女
小
説
作
家
の
枠
に
は
収
ま
り
き
ら

な
い
文
筆
力
が
あ
り
、
少
女
小
説
作
家
以
上
の
評
価
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
近
年
、
最
も
網
羅
的
に
小

寺
に
つ
い
て
調
査
し
、
多
数
の
研
究
論
文
を
発
表
し
て
き
た
金
子

幸
代
も
、
同
様
の
評
価
を
し
て
い
る
。
金
子
は
、
小
寺
の
執
筆
活

動
を
お
お
よ
そ
三
期
に
分
け
て
、
そ
の
中
期
に
つ
い
て
は
、
作
品

発
表
の
場
が
少
女
雑
誌
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
文
芸
雑
誌
に
も
広

が
り
、「
少
女
小
説
作
家
を
超
え
る
本
格
的
な
作
家
」
と
し
て
、
飛

躍
し
た
時
期
だ
と
捉
え
て
い
る
二

。
金
子
は
、
明
確
な
年
代
分
け
を

し
て
い
な
い
が
、
作
品
や
発
表
媒
体
、
活
動
状
況
に
基
づ
い
て
、

初
期
は
お
お
よ
そ
一
九
〇
三
年
か
ら
一
九
〇
八
年
ま
で
、
中
期
は

一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
二
六
年
頃
ま
で
、
そ
し
て
後
期
は
一
九
二

七
年
、
徳
田
秋
声
の
妻
は
ま
の
一
周
忌
を
節
目
と
し
て
知
人
の
作

家
や
門
下
生
な
ど
が
会
す
る
二
日
会
に
参
加
し
、
雑
誌
『
あ
ら
く

れ
』
の
同
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
く
頃
か
ら
晩
年
ま
で
と
し
て
い

る
。 少

女
小
説
家
を
越
え
て
本
格
的
作
家
を
目
指
し
た
小
寺
が
、
テ

ー
マ
の
一
つ
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、「
死
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
と

い
う
の
は
、
こ
の
中
期
に
お
い
て
、「
死
」
を
題
材
と
し
た
作
品
が

か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
作
家
デ
ビ
ュ
ー
か
ら
約
一

〇
年
が
経
過
し
た
一
九
一
六
年
に
は
、「
死
」
に
つ
い
て
真
正
面
か

ら
捉
え
た
短
編
小
説
「
逝
く
者
」（『
文
章
世
界
』
一
九
一
六
年
十
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「
群
峰
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
。 

む
ら
が
り
そ
び
え
た
つ
山
々
。 

そ
れ
ぞ
れ
に
形
や
高
さ
、
地
質
や
植
生
の
異
な
っ
た
山
々
が
、

「
富
山
文
学
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
も
と
に
思
想
や
詩
想
を
と

も
に
す
る
時
間
が
あ
る
。
そ
ん
な
祝
祭
に
も
似
た
瞬
間
を
積
み
上

げ
て
い
け
ば
、
た
し
か
に
10
年
と
い
う
長
さ
に
至
り
着
く
こ
と
も

理
解
で
き
る
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
山
々
が
、
こ
れ
か
ら
も
充
実
し
た
静
け
さ
と
と
も

に
そ
の
た
た
ず
ま
い
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
け
ま
す
よ
う
に
、

心
ひ
そ
か
に
願
う
わ
た
し
が
い
る
。 
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こ
の
小
説
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
、
ま
ず
目
を
惹
く
の
は
、
描

写
に
お
け
る
写
実
性
で
あ
る
。
自
然
主
義
作
家
と
し
て
そ
の
地
位

を
確
立
し
た
徳
田
秋
声
に
小
寺
は
師
事
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
文

体
上
の
影
響
を
彼
か
ら
、
当
然
受
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
秋
声

か
ら
受
け
た
影
響
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
深
入
り
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
そ
れ
を
反
映
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
臨
終
間
際
の
弟

の
様
子
は
、
ま
る
で
す
ぐ
そ
の
場
に
い
る
か
の
よ
う
な
筆
致
で
丁

寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
は
じ
ま
り
の
緊
迫
し
た
状
況
は
次
の
よ
う

に
説
明
さ
れ
る
。 

一
人
の
看
護
婦
は
彼
の
左
の
手
を
取
つ
て
、
一
心
に
時
計

を
瞶み

つ

め
て
ゐ
る
。
一
人
の
看
護
婦
は
彼
の
右
手
に
蹲し

ゃ

踞が

ん

で
彼
の
額
か
ら
と
鼻
の
下
か
ら
と
ヂ
リ

〱
滲
み
出
す

脂
肪

あ

ぶ

ら

―
―
人
間
の
生
命
が
今
終
わ
ら
う
と
す
る
と
き
に
、

異
常
な
抵
抗
力
で
絞
り
出
す
そ
の
汗
と
脂
肪

あ

ぶ

ら

を
、
ガ
ー
ゼ

を
持
つ
て
絶
え
ず
拭
き
取
つ
て
ゐ
る
。（
六
二
頁
） 

二
人
の
看
護
婦
た
ち
の
息
を
呑
む
よ
う
な
臨
終
間
際
の
看
護
が
描

写
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に
弟
の
苦
し
む
様
子
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ

る
。 

額
に
氷
嚢
を
む
す
び
つ
け
て
、
右
の
胸
に
カ
ラ
シ
を
貼

り
つ
け
て
、
氷
の
枕
の
上
に
の
せ
た
頭
を
、
悩
ま
し
げ
に
、

右
に
向
け
、
左
に
向
け
、
転
々
と
し
て
喘
ぎ
悶
え
て
ゐ
る

彼
の
顔
色
が
、
蒼
白
い
と
い
ふ
よ
り
も
、
全
く
泥
色
―
―

死
灰
―
―
の
や
う
で
あ
つ
た
。
荒
い
呼
吸
が
彼
の
咽の

喉ど

か

ら
激
し
く
押
し
出
さ
れ
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
、
彼
は
た
だ

異
常
に
苦
し
ん
で
ゐ
る
。（
六
三
頁
） 

 

死
に
際
の
弟
の
姿
に
、
美
化
す
る
よ
う
な
表
現
は
な
く
、
苦
し
み

な
が
ら
左
右
に
の
た
う
ち
悶
え
る
姿
、「
蒼
白
い
」
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
「
泥
色
」
の
よ
う
な
肌
、「
死
灰
」
の
よ
う
だ
と
い
う
よ
う

に
、
病
に
蝕
ま
れ
る
現
実
の
苦
渋
と
凄
惨
さ
が
、
強
調
さ
れ
て
い

る
。 こ

う
し
た
臨
場
感
溢
れ
る
場
面
描
写
の
合
間
に
、
彼
女
の
死
に

対
す
る
認
識
が
挟
み
込
ま
れ
、
読
者
の
内
面
に
訴
え
か
け
る
。
彼

女
は
ま
ず
死
を
「
不
可
思
議
な
一
大
事
件
」（
六
三
頁
）
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
「
人
生
の
最
も
自
然
で
あ
る
べ
き
事
件
」（
六
三
頁
）

と
述
べ
て
、
不
思
議
で
も
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
の
人
々

が
必
ず
迎
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
結
末
と
し
て
、
自
然
の
摂
理
で

あ
る
と
冷
静
に
受
け
止
め
る
。
そ
の
上
で
、
死
に
対
し
て
抑
え
が

た
い
恐
怖
心
、
畏
怖
心
を
告
白
す
る
。
彼
女
の
そ
の
心
情
は
、
次

の
よ
う
な
率
直
な
心
の
叫
び
に
よ
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。 

- 2 - 

一
月
）
を
執
筆
し
て
い
る
。
他
に
は
、
子
犬
の
死
を
扱
っ
た
随
筆

「
小
さ
き
生
涯
」（『
太
陽
』
一
九
二
〇
年
二
月
）
ま
た
、
東
京
に

住
む
従
姉
の
家
に
寄
寓
し
て
い
た
際
の
精
神
的
葛
藤
を
扱
っ
た
随

筆
「
死
の
幻
影
」（『
婦
人
画
報
』
一
九
二
〇
年
九
月
）、
関
東
大
震

災
の
惨
事
を
受
け
て
人
間
の
生
死
に
つ
い
て
思
い
を
き
た
し
、
生

き
抜
い
て
い
く
こ
と
へ
の
決
意
を
述
べ
た
「
新
東
京
を
前
に
し
て
」

（『
週
刊
朝
日
』
一
九
二
三
年
十
一
月
）、
暗
闇
に
覆
わ
れ
て
い
た

自
身
の
少
女
時
代
を
振
り
返
る
「
死
の
魅
惑
に
」（『
婦
人
画
報
』

一
九
二
六
年
四
月
）
を
発
表
し
て
い
る
。
本
小
論
で
は
、
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
「
逝
く
者
」
を
中

心
的
に
取
り
上
げ
、
そ
の
作
品
の
特
徴
と
、
彼
女
が
「
死
」
の
問

題
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
同

時
代
の
文
学
的
思
潮
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
ま
た
「
死
」
を
扱

っ
た
随
筆
か
ら
彼
女
の
死
生
観
と
境
遇
を
辿
り
な
が
ら
、
探
っ
て

み
た
い
。 

二
、「
逝
く
者
」
―
弟
の
死
を
見
つ
め
て 

「
逝
く
者
」
は
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
一
一
月
の
『
文
章

世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
三

。
こ
れ
を
発
表
し
た
頃
、
彼
女
は
三
十
七

歳
、
画
家
の
小
寺
健
吉
と
結
婚
し
て
二
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
女
は
こ
の
作
品
を
「
私
の
好
き
な
私
の
作
」（『
中
央
文
学
』
一

九
二
一
年
二
月
）
に
お
い
て
、「
頬
紅
」「
愛
の
影
」「
朱
ロ
ー
ソ
ク

の
灯
影
」
と
と
も
に
挙
げ
て
い
る
四

。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
自
身
に

と
っ
て
も
、
思
い
入
れ
の
あ
る
特
別
な
作
品
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。 

「
死
は
今
彼
の
眼
前
に
迫
っ
て
い
た
。」
と
の
直
裁
的
な
一
文
で

始
ま
る
こ
の
物
語
の
あ
ら
す
じ
は
こ
う
で
あ
る
。
結
核
を
患
い
、

病
院
で
看
護
婦
に
手
を
取
ら
れ
、
最
後
の
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て

い
る
弟
を
、
姉
で
あ
る
「
私
」
が
母
と
と
も
に
、
い
た
た
ま
れ
な

い
思
い
で
見
守
っ
て
い
る
。「
私
」
の
夫
も
、
職
場
か
ら
病
院
に
急

い
で
駆
け
つ
け
た
。
し
か
し
、
彼
女
ら
の
願
い
も
空
し
く
弟
は
息

絶
え
る
。
そ
の
後
、
彼
の
亡
骸
は
看
護
婦
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
清

め
ら
れ
、
霊
安
室
に
安
置
さ
れ
た
の
ち
、
医
師
た
ち
に
よ
っ
て
死

体
解
剖
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
よ
う
や
く
火
葬
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
、
そ
の
一
部
始
終
を
、
私
は
悲
し
み
に
暮
れ
な
が
ら
も
、
時
折
、

弟
の
死
に
対
し
て
、
冷
静
な
客
観
的
な
印
象
を
与
え
る
眼
差
し
で
、

追
っ
て
い
く
。
実
生
活
に
お
い
て
小
寺
は
、
弟
を
彼
が
二
六
歳
の

時
に
、
結
核
で
亡
く
し
て
い
る
。
そ
の
経
験
を
色
濃
く
反
映
し
た

作
品
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
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こ
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し
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あ
る
。
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灰
」
の
よ
う
だ
と
い
う
よ
う

に
、
病
に
蝕
ま
れ
る
現
実
の
苦
渋
と
凄
惨
さ
が
、
強
調
さ
れ
て
い

る
。 こ

う
し
た
臨
場
感
溢
れ
る
場
面
描
写
の
合
間
に
、
彼
女
の
死
に

対
す
る
認
識
が
挟
み
込
ま
れ
、
読
者
の
内
面
に
訴
え
か
け
る
。
彼

女
は
ま
ず
死
を
「
不
可
思
議
な
一
大
事
件
」（
六
三
頁
）
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
「
人
生
の
最
も
自
然
で
あ
る
べ
き
事
件
」（
六
三
頁
）

と
述
べ
て
、
不
思
議
で
も
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
す
べ
て
の
人
々

が
必
ず
迎
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
結
末
と
し
て
、
自
然
の
摂
理
で

あ
る
と
冷
静
に
受
け
止
め
る
。
そ
の
上
で
、
死
に
対
し
て
抑
え
が

た
い
恐
怖
心
、
畏
怖
心
を
告
白
す
る
。
彼
女
の
そ
の
心
情
は
、
次

の
よ
う
な
率
直
な
心
の
叫
び
に
よ
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。 
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一
月
）
を
執
筆
し
て
い
る
。
他
に
は
、
子
犬
の
死
を
扱
っ
た
随
筆

「
小
さ
き
生
涯
」（『
太
陽
』
一
九
二
〇
年
二
月
）
ま
た
、
東
京
に

住
む
従
姉
の
家
に
寄
寓
し
て
い
た
際
の
精
神
的
葛
藤
を
扱
っ
た
随

筆
「
死
の
幻
影
」（『
婦
人
画
報
』
一
九
二
〇
年
九
月
）、
関
東
大
震

災
の
惨
事
を
受
け
て
人
間
の
生
死
に
つ
い
て
思
い
を
き
た
し
、
生

き
抜
い
て
い
く
こ
と
へ
の
決
意
を
述
べ
た
「
新
東
京
を
前
に
し
て
」

（『
週
刊
朝
日
』
一
九
二
三
年
十
一
月
）、
暗
闇
に
覆
わ
れ
て
い
た

自
身
の
少
女
時
代
を
振
り
返
る
「
死
の
魅
惑
に
」（『
婦
人
画
報
』

一
九
二
六
年
四
月
）
を
発
表
し
て
い
る
。
本
小
論
で
は
、
こ
れ
ま

で
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
作
品
「
逝
く
者
」
を
中

心
的
に
取
り
上
げ
、
そ
の
作
品
の
特
徴
と
、
彼
女
が
「
死
」
の
問

題
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
同

時
代
の
文
学
的
思
潮
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
ま
た
「
死
」
を
扱

っ
た
随
筆
か
ら
彼
女
の
死
生
観
と
境
遇
を
辿
り
な
が
ら
、
探
っ
て

み
た
い
。 

二
、「
逝
く
者
」
―
弟
の
死
を
見
つ
め
て 

「
逝
く
者
」
は
、
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
一
一
月
の
『
文
章

世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
三

。
こ
れ
を
発
表
し
た
頃
、
彼
女
は
三
十
七

歳
、
画
家
の
小
寺
健
吉
と
結
婚
し
て
二
年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

彼
女
は
こ
の
作
品
を
「
私
の
好
き
な
私
の
作
」（『
中
央
文
学
』
一

九
二
一
年
二
月
）
に
お
い
て
、「
頬
紅
」「
愛
の
影
」「
朱
ロ
ー
ソ
ク

の
灯
影
」
と
と
も
に
挙
げ
て
い
る
四

。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
自
身
に

と
っ
て
も
、
思
い
入
れ
の
あ
る
特
別
な
作
品
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。 

「
死
は
今
彼
の
眼
前
に
迫
っ
て
い
た
。」
と
の
直
裁
的
な
一
文
で

始
ま
る
こ
の
物
語
の
あ
ら
す
じ
は
こ
う
で
あ
る
。
結
核
を
患
い
、

病
院
で
看
護
婦
に
手
を
取
ら
れ
、
最
後
の
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て

い
る
弟
を
、
姉
で
あ
る
「
私
」
が
母
と
と
も
に
、
い
た
た
ま
れ
な

い
思
い
で
見
守
っ
て
い
る
。「
私
」
の
夫
も
、
職
場
か
ら
病
院
に
急

い
で
駆
け
つ
け
た
。
し
か
し
、
彼
女
ら
の
願
い
も
空
し
く
弟
は
息

絶
え
る
。
そ
の
後
、
彼
の
亡
骸
は
看
護
婦
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
清

め
ら
れ
、
霊
安
室
に
安
置
さ
れ
た
の
ち
、
医
師
た
ち
に
よ
っ
て
死

体
解
剖
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
よ
う
や
く
火
葬
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
、
そ
の
一
部
始
終
を
、
私
は
悲
し
み
に
暮
れ
な
が
ら
も
、
時
折
、

弟
の
死
に
対
し
て
、
冷
静
な
客
観
的
な
印
象
を
与
え
る
眼
差
し
で
、

追
っ
て
い
く
。
実
生
活
に
お
い
て
小
寺
は
、
弟
を
彼
が
二
六
歳
の

時
に
、
結
核
で
亡
く
し
て
い
る
。
そ
の
経
験
を
色
濃
く
反
映
し
た

作
品
と
考
え
ら
れ
よ
う
。 
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関
係
性
と
は
対
照
的
に
、
医
者
た
ち
へ
の
感
謝
の
念
も
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
そ
の
一
方
怒
り
や
疑
念
を
次
の
よ
う
に
吐
露
し
て

い
る
。 

彼
女
は
又
更
に
他
の
一
方
で
は
三
年
間
一
時
一
刻
も
怠
ら

ず
に
、
医
師
の
命
を
背
か
な
い
で
守
つ
た
あ
ら
ゆ
る
彼
の

養
生
が
、
何
の
役
に
立
つ
た
ら
う
か
と
怪
し
ま
れ
た
。
三

年
間
の
苦
い
服
薬
、
注
射
、
日
光
浴
、
空
気
療
法
、
営マ

マ

養
、

精
神
の
安
静
、
そ
ん
な
も
の
ゝ
凡
て
を
、
彼
女
は
今
悉
く

疑
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
、
呼
吸
器
病
に
対
す
る

世
界
の
医
術
の
甚
だ
し
く
遅
鈍
で
あ
る
こ
と
を
嘆
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
然
か
も
彼
女
の
苦
し
い
精
力
か
ら
辛
ふ
じ
て

産
み
出
さ
れ
た
そ
の
間
の
多
額
の
経
費
が
、
残
ら
ず
そ
れ

等
の
無
駄
な
一
時
的
の
気
安
め
―
―
医
員
だ
ち
の
単
な
る

試
み
―
―
の
た
め
に
消
耗
さ
れ
た
こ
と
を
思
ふ
と
、
彼
女

は
寧
ろ
腹
立
た
し
か
つ
た
。（
八
五
―
八
六
頁
） 

こ
こ
か
ら
は
、
結
核
に
対
し
て
、
庶
民
の
間
で
行
わ
れ
る
治
療
法

と
い
う
も
の
に
、
取
り
立
て
て
特
効
薬
も
な
く
、
さ
ら
に
世
界
の

医
療
に
お
け
る
結
核
の
治
療
が
、
随
分
と
遅
れ
て
い
た
と
い
う
当

時
の
状
況
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
歯
が
ゆ
い
思
い
で
い
る
庶
民
の

姿
が
明
確
に
わ
か
り
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
の
死
の
病
と
し
て
の

結
核
の
位
置
づ
け
が
確
認
さ
れ
よ
う
。 

以
上
の
よ
う
な
、
写
実
と
美
化
の
描
写
、
ま
た
近
代
的
な
医
療

に
対
し
て
も
抱
く
批
判
意
識
な
ど
の
描
写
に
よ
っ
て
物
語
が
進
め

ら
れ
る
。「
死
」
へ
の
畏
怖
と
弟
の
「
死
」
に
対
す
る
悲
し
み
や
悔

し
さ
を
描
い
て
は
い
る
が
、
し
か
し
最
後
に
は
、
意
外
に
も
「
死
」

に
覆
わ
れ
た
暗
さ
で
物
語
が
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
死
に
ゆ
く
者

と
比
較
し
て
、
今
を
生
き
る
人
間
の
「
生
」
を
肯
定
し
、
そ
れ
に

讃
歌
を
送
っ
て
物
語
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。 

火
葬
場
へ
送
ら
れ
た
弟
を
見
送
り
、
彼
の
肢
体
を
熱
い
炎
が
覆

っ
て
い
く
様
を
「
私
」
は
想
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
母
と
夫
と
と
も

に
雨
の
降
る
暗
い
道
を
街
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
く
。
そ
し
て
電

車
に
乗
っ
た
と
き
に
、「
初
め
て
人
間
の
生
き
た
世
界
に
戻
つ
て
来

た
―
―
と
い
ふ
安
心
と
、
淡
い
よ
ろ
こ
び
と
を
感
じ
た
」（
一
〇
〇

頁
）
と
い
う
彼
女
は
、「
活
々
と
し
た
人
だ
ち
」（
一
〇
〇
頁
）
が

大
勢
電
車
に
乗
っ
て
い
る
姿
を
眺
め
る
。
電
車
の
終
点
に
は
、
若

者
た
ち
の
心
を
誘
う
場
末
の
遊
廓
が
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
集
ま
る

人
々
の
群
れ
に
思
い
を
馳
せ
、
彼
女
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

彼
等
の
誰
も
「
人
間
の
死
」
の
街
路
が
、
す
ぐ
眼
の
下
に

細
く
長
く
永
久
に

横
よ
こ
た

は
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
気
附
か
な
い

で
あ
ら
う
！
否
、
或
は
そ
れ
に
気
附
か
う
と
し
て
、
強
ひ
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『
死
と
は
何
で
あ
ら
う
か
、
あ
ゝ
不
思
議
な
死
！
。
不
思

議
な
生
！
。
生
ま
れ
る
と
い
ふ
こ
と
の
既
に
不
思
議
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
う
え
に
、
死
と
い
ふ
も
の
ゝ
、
ま
た
な

ん
と
い
ふ
不
可
思
議
な
事
実
な
の
で
あ
ら
う
！
』（
六
三
頁
） 

臨
終
の
弟
を
前
に
し
て
、
さ
ら
に
彼
女
の
自
問
は
続
く
。 

『
あ
ゝ
、
い
や

〱
、
人
間
に
死
と
い
ふ
悲
し
み
が
あ
る

な
ら
ば
、
も
う

〱
決
し
て
初
め
か
ら
生
ま
れ
て
来
な
い

方
が
好
い
。
人
間
が
一
度
産
声
を
あ
げ
た
ら
、
そ
の
瞬
間
、

既
に
「
死
」
の
運
命
を
担
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
死

は
い
や
で
あ
る
。
死
は
い
や
で
あ
る
。』（
六
四
頁
） 

こ
の
よ
う
に
写
実
的
な
描
写
を
積
み
上
げ
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
死
」

に
対
す
る
率
直
な
思
い
も
重
ね
る
。 

描
写
に
写
実
性
が
見
ら
れ
る
一
方
、
彼
女
は
「
死
」
を
美
し
い

も
の
と
し
て
浪
漫
的
に
捉
え
て
も
い
る
。
弟
が
息
絶
え
た
後
、「
私
」

は
彼
が
情
愛
を
持
っ
て
看
護
婦
た
ち
に
看
病
さ
れ
た
様
子
な
ど
を

振
り
返
る
。「
私
」
は
、「
再
び
蘇
生
る
希
望
を
持
た
な
い
、
血
気

の
青
年
患
者
」（
七
五
頁
）
で
あ
っ
た
弟
に
と
っ
て
、
看
護
婦
た
ち

は
、
ま
る
で
「
天
使
の
よ
う
な
感
銘
を
持
つ
て
迎
へ
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
！
」（
七
五
頁
）
と
思
い
を
馳
せ
、
そ
れ
は
、「
両
性
の
間
に

触
れ
合
ふ
、
あ
た
ゝ
か
い
情
合
の
親
し
み
か
ら
、
自
然
に
離
れ
が

た
い
懐
か
し
み
が
、
お
互
の
胸
に
融
け
合
つ
て
ゐ
る
か
ら
に
違
ひ

な
い
」（
七
五
頁
）
と
考
え
る
。
弟
が
結
核
と
闘
っ
て
き
た
そ
の
月

日
は
、
患
者
と
看
護
師
た
ち
に
し
か
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
美
し

い
関
係
性
と
し
て
、
懐
か
し
み
を
も
っ
て
想
起
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
小
寺
は
、「
死
」
に
対
す
る
直
接
的
な
美
意
識
を
「
私
」

に
語
ら
せ
る
。「
私
」
は
、
毎
日
労
り
慰
め
ら
れ
な
が
ら
亡
く
な
っ

た
弟
は
、「
自
分
た
ち
が
今
彼
の
若
い
死
を
悼
み
悲
し
む
ほ
ど
に
、

彼
は
決
し
て
、
彼
自
身
の
死
を
、
死
の
瞬
間
に
於
い
て
も
感
じ
て

は
ゐ
な
い
」（
七
三
頁
）
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
死
は
生
を
意

識
し
て
ゐ
る
間
に
於
い
て
の
み
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
」（
七
四
頁
）

の
で
あ
り
、「
死
そ
の
も
の
は
、
死
の
瞬
間
は
極
め
て
安
楽
な
も
の

に
違
ひ
な
い
」（
七
四
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
死
は
美

し
い
と
思
う
と
述
べ
る
。 

弟
の
死
に
対
し
て
、
浪
漫
的
な
感
情
も
抱
く
一
方
、
再
び
、「
私
」

の
視
点
は
、
そ
の
死
の
現
実
と
悲
哀
か
ら
距
離
を
取
り
、
次
に
は

医
学
に
対
す
る
疑
念
、
批
判
へ
と
発
展
す
る
。
例
え
ば
、
弟
の
遺

体
の
解
剖
を
待
つ
「
私
」
は
、
冷
た
い
扉
の
奥
で
行
わ
れ
る
そ
の

解
剖
と
い
う
処
置
に
つ
い
て
、「『
死
』
と
い
ふ
も
の
を
飽
く
ま
で

も
学
術
的
に
研
究
す
る
医
員
だ
ち
の
残
酷
な
手
」（
八
四
頁
）
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
先
述
の
看
護
師
と
患
者
と
の
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関
係
性
と
は
対
照
的
に
、
医
者
た
ち
へ
の
感
謝
の
念
も
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、
そ
の
一
方
怒
り
や
疑
念
を
次
の
よ
う
に
吐
露
し
て

い
る
。 

彼
女
は
又
更
に
他
の
一
方
で
は
三
年
間
一
時
一
刻
も
怠
ら

ず
に
、
医
師
の
命
を
背
か
な
い
で
守
つ
た
あ
ら
ゆ
る
彼
の

養
生
が
、
何
の
役
に
立
つ
た
ら
う
か
と
怪
し
ま
れ
た
。
三

年
間
の
苦
い
服
薬
、
注
射
、
日
光
浴
、
空
気
療
法
、
営マ

マ

養
、

精
神
の
安
静
、
そ
ん
な
も
の
ゝ
凡
て
を
、
彼
女
は
今
悉
く

疑
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
う
し
て
、
呼
吸
器
病
に
対
す
る

世
界
の
医
術
の
甚
だ
し
く
遅
鈍
で
あ
る
こ
と
を
嘆
か
ね
ば

な
ら
な
い
。
然
か
も
彼
女
の
苦
し
い
精
力
か
ら
辛
ふ
じ
て

産
み
出
さ
れ
た
そ
の
間
の
多
額
の
経
費
が
、
残
ら
ず
そ
れ

等
の
無
駄
な
一
時
的
の
気
安
め
―
―
医
員
だ
ち
の
単
な
る

試
み
―
―
の
た
め
に
消
耗
さ
れ
た
こ
と
を
思
ふ
と
、
彼
女

は
寧
ろ
腹
立
た
し
か
つ
た
。（
八
五
―
八
六
頁
） 

こ
こ
か
ら
は
、
結
核
に
対
し
て
、
庶
民
の
間
で
行
わ
れ
る
治
療
法

と
い
う
も
の
に
、
取
り
立
て
て
特
効
薬
も
な
く
、
さ
ら
に
世
界
の

医
療
に
お
け
る
結
核
の
治
療
が
、
随
分
と
遅
れ
て
い
た
と
い
う
当

時
の
状
況
、
ま
た
そ
れ
に
対
し
て
歯
が
ゆ
い
思
い
で
い
る
庶
民
の

姿
が
明
確
に
わ
か
り
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
の
死
の
病
と
し
て
の

結
核
の
位
置
づ
け
が
確
認
さ
れ
よ
う
。 

以
上
の
よ
う
な
、
写
実
と
美
化
の
描
写
、
ま
た
近
代
的
な
医
療

に
対
し
て
も
抱
く
批
判
意
識
な
ど
の
描
写
に
よ
っ
て
物
語
が
進
め

ら
れ
る
。「
死
」
へ
の
畏
怖
と
弟
の
「
死
」
に
対
す
る
悲
し
み
や
悔

し
さ
を
描
い
て
は
い
る
が
、
し
か
し
最
後
に
は
、
意
外
に
も
「
死
」

に
覆
わ
れ
た
暗
さ
で
物
語
が
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
死
に
ゆ
く
者

と
比
較
し
て
、
今
を
生
き
る
人
間
の
「
生
」
を
肯
定
し
、
そ
れ
に

讃
歌
を
送
っ
て
物
語
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。 

火
葬
場
へ
送
ら
れ
た
弟
を
見
送
り
、
彼
の
肢
体
を
熱
い
炎
が
覆

っ
て
い
く
様
を
「
私
」
は
想
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
母
と
夫
と
と
も

に
雨
の
降
る
暗
い
道
を
街
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
く
。
そ
し
て
電

車
に
乗
っ
た
と
き
に
、「
初
め
て
人
間
の
生
き
た
世
界
に
戻
つ
て
来

た
―
―
と
い
ふ
安
心
と
、
淡
い
よ
ろ
こ
び
と
を
感
じ
た
」（
一
〇
〇

頁
）
と
い
う
彼
女
は
、「
活
々
と
し
た
人
だ
ち
」（
一
〇
〇
頁
）
が

大
勢
電
車
に
乗
っ
て
い
る
姿
を
眺
め
る
。
電
車
の
終
点
に
は
、
若

者
た
ち
の
心
を
誘
う
場
末
の
遊
廓
が
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
集
ま
る

人
々
の
群
れ
に
思
い
を
馳
せ
、
彼
女
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

彼
等
の
誰
も
「
人
間
の
死
」
の
街
路
が
、
す
ぐ
眼
の
下
に

細
く
長
く
永
久
に

横
よ
こ
た

は
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
気
附
か
な
い

で
あ
ら
う
！
否
、
或
は
そ
れ
に
気
附
か
う
と
し
て
、
強
ひ
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『
死
と
は
何
で
あ
ら
う
か
、
あ
ゝ
不
思
議
な
死
！
。
不
思

議
な
生
！
。
生
ま
れ
る
と
い
ふ
こ
と
の
既
に
不
思
議
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
う
え
に
、
死
と
い
ふ
も
の
ゝ
、
ま
た
な

ん
と
い
ふ
不
可
思
議
な
事
実
な
の
で
あ
ら
う
！
』（
六
三
頁
） 

臨
終
の
弟
を
前
に
し
て
、
さ
ら
に
彼
女
の
自
問
は
続
く
。 

『
あ
ゝ
、
い
や

〱
、
人
間
に
死
と
い
ふ
悲
し
み
が
あ
る

な
ら
ば
、
も
う

〱
決
し
て
初
め
か
ら
生
ま
れ
て
来
な
い

方
が
好
い
。
人
間
が
一
度
産
声
を
あ
げ
た
ら
、
そ
の
瞬
間
、

既
に
「
死
」
の
運
命
を
担
つ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
死

は
い
や
で
あ
る
。
死
は
い
や
で
あ
る
。』（
六
四
頁
） 

こ
の
よ
う
に
写
実
的
な
描
写
を
積
み
上
げ
な
が
ら
、
そ
こ
に
「
死
」

に
対
す
る
率
直
な
思
い
も
重
ね
る
。 

描
写
に
写
実
性
が
見
ら
れ
る
一
方
、
彼
女
は
「
死
」
を
美
し
い

も
の
と
し
て
浪
漫
的
に
捉
え
て
も
い
る
。
弟
が
息
絶
え
た
後
、「
私
」

は
彼
が
情
愛
を
持
っ
て
看
護
婦
た
ち
に
看
病
さ
れ
た
様
子
な
ど
を

振
り
返
る
。「
私
」
は
、「
再
び
蘇
生
る
希
望
を
持
た
な
い
、
血
気

の
青
年
患
者
」（
七
五
頁
）
で
あ
っ
た
弟
に
と
っ
て
、
看
護
婦
た
ち

は
、
ま
る
で
「
天
使
の
よ
う
な
感
銘
を
持
つ
て
迎
へ
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
！
」（
七
五
頁
）
と
思
い
を
馳
せ
、
そ
れ
は
、「
両
性
の
間
に

触
れ
合
ふ
、
あ
た
ゝ
か
い
情
合
の
親
し
み
か
ら
、
自
然
に
離
れ
が

た
い
懐
か
し
み
が
、
お
互
の
胸
に
融
け
合
つ
て
ゐ
る
か
ら
に
違
ひ

な
い
」（
七
五
頁
）
と
考
え
る
。
弟
が
結
核
と
闘
っ
て
き
た
そ
の
月

日
は
、
患
者
と
看
護
師
た
ち
に
し
か
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
美
し

い
関
係
性
と
し
て
、
懐
か
し
み
を
も
っ
て
想
起
さ
れ
て
い
る
。 

さ
ら
に
小
寺
は
、「
死
」
に
対
す
る
直
接
的
な
美
意
識
を
「
私
」

に
語
ら
せ
る
。「
私
」
は
、
毎
日
労
り
慰
め
ら
れ
な
が
ら
亡
く
な
っ

た
弟
は
、「
自
分
た
ち
が
今
彼
の
若
い
死
を
悼
み
悲
し
む
ほ
ど
に
、

彼
は
決
し
て
、
彼
自
身
の
死
を
、
死
の
瞬
間
に
於
い
て
も
感
じ
て

は
ゐ
な
い
」（
七
三
頁
）
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
死
は
生
を
意

識
し
て
ゐ
る
間
に
於
い
て
の
み
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
」（
七
四
頁
）

の
で
あ
り
、「
死
そ
の
も
の
は
、
死
の
瞬
間
は
極
め
て
安
楽
な
も
の

に
違
ひ
な
い
」（
七
四
頁
）
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
死
は
美

し
い
と
思
う
と
述
べ
る
。 

弟
の
死
に
対
し
て
、
浪
漫
的
な
感
情
も
抱
く
一
方
、
再
び
、「
私
」

の
視
点
は
、
そ
の
死
の
現
実
と
悲
哀
か
ら
距
離
を
取
り
、
次
に
は

医
学
に
対
す
る
疑
念
、
批
判
へ
と
発
展
す
る
。
例
え
ば
、
弟
の
遺

体
の
解
剖
を
待
つ
「
私
」
は
、
冷
た
い
扉
の
奥
で
行
わ
れ
る
そ
の

解
剖
と
い
う
処
置
に
つ
い
て
、「『
死
』
と
い
ふ
も
の
を
飽
く
ま
で

も
学
術
的
に
研
究
す
る
医
員
だ
ち
の
残
酷
な
手
」（
八
四
頁
）
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
と
表
現
し
て
い
る
。
先
述
の
看
護
師
と
患
者
と
の
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蕾
『
浅
尾
よ
し
江
の
履
歴
』（
一
八
八
二<

明
治
十
五>

年
）、
成
島

柳
北
『
熱
海
文
藪
』（
一
八
八
三<

明
治
十
六>

年
）、
末
廣
鐡
膓
『
雪

中
梅
』（
一
八
八
六<

明
治
十
九>

年
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
物
語
の
重

要
な
背
景
要
素
と
し
て
結
核
（
肺
病
）
を
取
り
上
げ
た
も
の
に
は
、

廣
津
柳
浪
『
残
菊
』（
一
八
八
九<

明
治
二
二>

年
）
が
あ
る
と
い
う
。

そ
の
後
、
結
核
（
肺
病
）
の
ロ
マ
ン
化
を
決
定
的
に
し
た
も
の
は
、

人
気
小
説
で
あ
っ
た
徳
富
蘆
花
の
『
不
如
帰
』（
一
九
〇
〇<

明
治

三
三>

年
）
で
あ
っ
た
八

。 

明
治
三
六
年
か
ら
執
筆
を
始
め
、
蘆
花
と
も
同
時
代
に
生
き
て

い
た
小
寺
は
、
当
然
、
こ
の
結
核
の
イ
メ
ー
ジ
を
彼
女
の
読
書
体

験
の
中
で
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
女
は
東
京
の
従
姉
の
家

に
寄
寓
し
て
い
た
頃
、
朝
か
ら
晩
ま
で
貸
本
屋
か
ら
借
り
て
き
た

諸
作
家
た
ち
の
小
説
、
尾
崎
紅
葉
、
幸
田
露
伴
、
樋
口
一
葉
、
廣

津
柳
浪
、
黒
岩
涙
香
、
川
上
眉
山
、
高
山
樗
牛
ら
の
作
品
を
耽
読

し
て
い
た
九

。「
逝
く
者
」
は
『
不
如
帰
』
か
ら
十
七
年
程
経
っ
た

後
、
大
正
五
年
に
発
表
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
間
の
医
療
の
発
達
や

社
会
状
況
の
変
化
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
近
代
文
学
の
枠

組
み
の
中
か
ら
、
小
説
家
を
目
指
し
た
小
寺
の
作
品
も
、
こ
の
結

核
の
文
学
作
品
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。 

そ
れ
で
は
、
小
寺
の
作
品
に
お
け
る
結
核
の
描
か
れ
方
、
ロ
マ

ン
化
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
作
品
の
特
徴

に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
淡
々
と
写
実
的
に
事

態
を
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
が
主
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
甘
美

な
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
垣
間
見
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
弟
と
い
う
人
物
の
人
と
な
り
や
家
庭
環
境
に
つ
い
て
推
測
さ

せ
る
描
写
は
非
常
に
少
な
く
、
裕
福
で
も
な
い
が
、
そ
の
一
方
、

治
療
費
の
工
面
に
苦
労
は
し
た
も
の
の
、
貧
困
の
極
み
に
あ
る
と

い
う
状
態
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
結
核
の
定
型
イ
メ
ー

ジ
で
あ
っ
た
天
才
的
、
将
来
性
が
あ
る
青
年
の
夭
折
と
い
う
若
者

と
し
て
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
市
井
の
一
人
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
ま
た
彼
の
臨
終
の
姿
に
至
っ
て
も
、「
泥
色
―
死
灰
―
」

の
肌
の
色
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
美
し
い
描
写
で
描
い
て
は

い
な
い
。
そ
し
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
結
核
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
「
死
」
が
、
愛
の
成
就
と
な
っ
た
り
、
才
能
の
開
花

に
結
び
付
け
ら
れ
、
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
提
示
す
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、「
死
」
は
あ
く
ま
で
も
恐
る
べ
き
も
の
、
人
々
が

避
け
て
は
通
れ
な
い
運
命
だ
と
し
た
上
で
、
今
を
生
き
て
い
る

人
々
の
か
け
が
え
の
な
い
時
間
と
「
生
」
の
輝
か
し
さ
に
眼
差
し

を
向
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
彼
女
の
作
品
は
、
結
核
の

ロ
マ
ン
化
の
傾
向
が
あ
っ
た
文
学
作
品
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
も
、
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て
、
生
の
歓
び
に
酔
ふ
や
う
に
、
或
は
笑
ひ
、
或
は
語
り
、

或
は
楽
し
げ
に
、
或
は
無
心
に
、
或
は
又
侘
し
げ
に
、
打

興
じ
、
打
戯
れ
、
打
鬱
ぎ
な
ど
し
て
動
き
つ
ゝ
あ
る
の
で

あ
る
。
彼
女
は
淋
し
い
心
で
そ
れ
等
の
人
々
を
眺
め
な
が

ら
、
一
人
々
々
の
仕
合
は
せ
な
生
を
祝
福
し
て
や
り
た
い

と
思
つ
た
。（
一
〇
〇
頁
） 

暗
い
結
末
が
多
い
と
評
さ
れ
た
彼
女
の
少
女
小
説
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
作
品
に
関
し
て
は
、「
死
」
を
迎
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
人
間

の
宿
命
を
描
き
つ
つ
も
、「
生
」
に
対
す
る
希
望
を
描
き
、
光
を
感

じ
さ
せ
る
印
象
を
残
し
て
い
る
。 

三
、「
逝
く
者
」
の
評
価
―
結
核
を
描
く
文
学
と
し
て 

小
寺
が
結
核
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
弟
の
姿
を
描
い
た
が
、
結

核
に
よ
る
「
死
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て

の
文
学
作
品
の
中
で
、
多
く
扱
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
実
際
に
江

戸
末
期
か
ら
明
治
維
新
を
経
て
、
日
本
が
近
代
化
、
産
業
化
、
都

市
化
の
道
を
歩
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、
結
核
患
者
は
増
大
し
続
け
、

昭
和
三
〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
一
千
万
人
以
上
の
人
々
が
結
核
で

命
を
落
と
し
た
五

。
日
本
だ
け
で
な
く
西
洋
諸
国
に
お
い
て
も
、
工

業
化
を
成
し
遂
げ
て
い
く
十
八
世
紀
後
半
か
ら
、
結
核
が
猛
威
を

振
る
い
、
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
は
、
人
口
十
万
人
に
対
し

て
一
千
人
と
い
う
高
い
死
亡
率
で
あ
っ
た
と
い
う
六

。
ま
た
、
結
核

の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
十
分
な
病
院
施
設
、
治
療
法
な
ど
が

確
立
さ
れ
ず
、
死
を
免
れ
な
い
と
い
う
恐
ろ
し
い
伝
染
病
と
し
て

の
認
識
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
患
者
た
ち
は
世
間
か
ら
同
情
と
差

別
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
必
至
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
苛
酷
な
病
気
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

他
方
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
と
も
に
、
結
核
に
は
独
特
な
甘

美
な
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
た
と
も
い
う
。
そ
れ
は
美
し
く
若
い

女
性
が
結
核
に
か
か
っ
て
早
逝
す
る
と
い
う
佳
人
薄
命
の
イ
メ
ー

ジ
、
ま
た
は
才
能
の
あ
る
前
途
有
望
な
男
性
が
結
核
を
患
っ
た
こ

と
で
、
そ
の
天
才
ぶ
り
を
開
花
さ
せ
、
命
を
落
と
す
と
い
う
、
天

才
神
話
な
る
も
の
が
広
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

情
熱
が
結
核
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
説
ま
で
、
公
に
語
ら
れ
た
と

い
う
七

。 

こ
の
よ
う
な
甘
美
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
結
核
に
対
し
て
人
々
が
抱

く
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
文
学
作
品
で
あ
っ
た
。

福
田
眞
人
『
結
核
の
文
化
史
』（
一
九
九
五
）
に
よ
れ
ば
、
近
代
文

学
の
中
で
結
核
（
肺
病
）
を
扱
っ
た
初
期
の
作
品
に
は
、
古
川
魁
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蕾
『
浅
尾
よ
し
江
の
履
歴
』（
一
八
八
二<

明
治
十
五>

年
）、
成
島

柳
北
『
熱
海
文
藪
』（
一
八
八
三<

明
治
十
六>

年
）、
末
廣
鐡
膓
『
雪

中
梅
』（
一
八
八
六<

明
治
十
九>

年
）
が
あ
り
、
さ
ら
に
物
語
の
重

要
な
背
景
要
素
と
し
て
結
核
（
肺
病
）
を
取
り
上
げ
た
も
の
に
は
、

廣
津
柳
浪
『
残
菊
』（
一
八
八
九<

明
治
二
二>

年
）
が
あ
る
と
い
う
。

そ
の
後
、
結
核
（
肺
病
）
の
ロ
マ
ン
化
を
決
定
的
に
し
た
も
の
は
、

人
気
小
説
で
あ
っ
た
徳
富
蘆
花
の
『
不
如
帰
』（
一
九
〇
〇<

明
治

三
三>

年
）
で
あ
っ
た
八

。 

明
治
三
六
年
か
ら
執
筆
を
始
め
、
蘆
花
と
も
同
時
代
に
生
き
て

い
た
小
寺
は
、
当
然
、
こ
の
結
核
の
イ
メ
ー
ジ
を
彼
女
の
読
書
体

験
の
中
で
得
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
女
は
東
京
の
従
姉
の
家

に
寄
寓
し
て
い
た
頃
、
朝
か
ら
晩
ま
で
貸
本
屋
か
ら
借
り
て
き
た

諸
作
家
た
ち
の
小
説
、
尾
崎
紅
葉
、
幸
田
露
伴
、
樋
口
一
葉
、
廣

津
柳
浪
、
黒
岩
涙
香
、
川
上
眉
山
、
高
山
樗
牛
ら
の
作
品
を
耽
読

し
て
い
た
九

。「
逝
く
者
」
は
『
不
如
帰
』
か
ら
十
七
年
程
経
っ
た

後
、
大
正
五
年
に
発
表
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
間
の
医
療
の
発
達
や

社
会
状
況
の
変
化
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
日
本
近
代
文
学
の
枠

組
み
の
中
か
ら
、
小
説
家
を
目
指
し
た
小
寺
の
作
品
も
、
こ
の
結

核
の
文
学
作
品
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。 

そ
れ
で
は
、
小
寺
の
作
品
に
お
け
る
結
核
の
描
か
れ
方
、
ロ
マ

ン
化
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
作
品
の
特
徴

に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
淡
々
と
写
実
的
に
事

態
を
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
が
主
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
甘
美

な
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
垣
間
見
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
弟
と
い
う
人
物
の
人
と
な
り
や
家
庭
環
境
に
つ
い
て
推
測
さ

せ
る
描
写
は
非
常
に
少
な
く
、
裕
福
で
も
な
い
が
、
そ
の
一
方
、

治
療
費
の
工
面
に
苦
労
は
し
た
も
の
の
、
貧
困
の
極
み
に
あ
る
と

い
う
状
態
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
結
核
の
定
型
イ
メ
ー

ジ
で
あ
っ
た
天
才
的
、
将
来
性
が
あ
る
青
年
の
夭
折
と
い
う
若
者

と
し
て
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
市
井
の
一
人
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
。
ま
た
彼
の
臨
終
の
姿
に
至
っ
て
も
、「
泥
色
―
死
灰
―
」

の
肌
の
色
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
美
し
い
描
写
で
描
い
て
は

い
な
い
。
そ
し
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
結
核
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
る
「
死
」
が
、
愛
の
成
就
と
な
っ
た
り
、
才
能
の
開
花

に
結
び
付
け
ら
れ
、
一
つ
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
提
示
す
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、「
死
」
は
あ
く
ま
で
も
恐
る
べ
き
も
の
、
人
々
が

避
け
て
は
通
れ
な
い
運
命
だ
と
し
た
上
で
、
今
を
生
き
て
い
る

人
々
の
か
け
が
え
の
な
い
時
間
と
「
生
」
の
輝
か
し
さ
に
眼
差
し

を
向
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
彼
女
の
作
品
は
、
結
核
の

ロ
マ
ン
化
の
傾
向
が
あ
っ
た
文
学
作
品
の
流
れ
を
汲
み
つ
つ
も
、
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て
、
生
の
歓
び
に
酔
ふ
や
う
に
、
或
は
笑
ひ
、
或
は
語
り
、

或
は
楽
し
げ
に
、
或
は
無
心
に
、
或
は
又
侘
し
げ
に
、
打

興
じ
、
打
戯
れ
、
打
鬱
ぎ
な
ど
し
て
動
き
つ
ゝ
あ
る
の
で

あ
る
。
彼
女
は
淋
し
い
心
で
そ
れ
等
の
人
々
を
眺
め
な
が

ら
、
一
人
々
々
の
仕
合
は
せ
な
生
を
祝
福
し
て
や
り
た
い

と
思
つ
た
。（
一
〇
〇
頁
） 

暗
い
結
末
が
多
い
と
評
さ
れ
た
彼
女
の
少
女
小
説
で
あ
っ
た
が
、

こ
の
作
品
に
関
し
て
は
、「
死
」
を
迎
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
人
間

の
宿
命
を
描
き
つ
つ
も
、「
生
」
に
対
す
る
希
望
を
描
き
、
光
を
感

じ
さ
せ
る
印
象
を
残
し
て
い
る
。 

三
、「
逝
く
者
」
の
評
価
―
結
核
を
描
く
文
学
と
し
て 

小
寺
が
結
核
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
弟
の
姿
を
描
い
た
が
、
結

核
に
よ
る
「
死
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て

の
文
学
作
品
の
中
で
、
多
く
扱
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
実
際
に
江

戸
末
期
か
ら
明
治
維
新
を
経
て
、
日
本
が
近
代
化
、
産
業
化
、
都

市
化
の
道
を
歩
ん
で
い
く
に
つ
れ
て
、
結
核
患
者
は
増
大
し
続
け
、

昭
和
三
〇
年
代
に
至
る
ま
で
、
一
千
万
人
以
上
の
人
々
が
結
核
で

命
を
落
と
し
た
五

。
日
本
だ
け
で
な
く
西
洋
諸
国
に
お
い
て
も
、
工

業
化
を
成
し
遂
げ
て
い
く
十
八
世
紀
後
半
か
ら
、
結
核
が
猛
威
を

振
る
い
、
例
え
ば
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
は
、
人
口
十
万
人
に
対
し

て
一
千
人
と
い
う
高
い
死
亡
率
で
あ
っ
た
と
い
う
六

。
ま
た
、
結
核

の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
十
分
な
病
院
施
設
、
治
療
法
な
ど
が

確
立
さ
れ
ず
、
死
を
免
れ
な
い
と
い
う
恐
ろ
し
い
伝
染
病
と
し
て

の
認
識
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
患
者
た
ち
は
世
間
か
ら
同
情
と
差

別
の
眼
差
し
を
向
け
ら
れ
る
こ
と
も
必
至
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
苛
酷
な
病
気
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

他
方
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
と
も
に
、
結
核
に
は
独
特
な
甘

美
な
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
た
と
も
い
う
。
そ
れ
は
美
し
く
若
い

女
性
が
結
核
に
か
か
っ
て
早
逝
す
る
と
い
う
佳
人
薄
命
の
イ
メ
ー

ジ
、
ま
た
は
才
能
の
あ
る
前
途
有
望
な
男
性
が
結
核
を
患
っ
た
こ

と
で
、
そ
の
天
才
ぶ
り
を
開
花
さ
せ
、
命
を
落
と
す
と
い
う
、
天

才
神
話
な
る
も
の
が
広
ま
っ
て
い
た
。
ま
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な

情
熱
が
結
核
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
説
ま
で
、
公
に
語
ら
れ
た
と

い
う
七

。 

こ
の
よ
う
な
甘
美
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
結
核
に
対
し
て
人
々
が
抱

く
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
文
学
作
品
で
あ
っ
た
。

福
田
眞
人
『
結
核
の
文
化
史
』（
一
九
九
五
）
に
よ
れ
ば
、
近
代
文

学
の
中
で
結
核
（
肺
病
）
を
扱
っ
た
初
期
の
作
品
に
は
、
古
川
魁
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対
し
て
、
酔
い
し
れ
る
よ
う
な
感
覚
を
抱
い
て
い
た
よ
う
だ
。 

自
分
は
今
可
な
り
『
死
』
を
美
化
し
て
そ
れ
に
酔
ひ
す
ぎ

て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ
た
。
け
れ
ど
、
死
な
う
、
と
い

ふ
心
持
は
や
つ
ぱ
り
美
し
い
好
い
心
持
に
違
ひ
な
か
つ
た
。

も
う
雫
が
垂
れ
る
ほ
ど
に
露
の
お
り
た
冷
た
い
草
叢
の
上

に
長
々
と
足
を
伸
ば
し
な
が
ら
、
私
は
長
い
間
憧
れ
て
ゐ

た
夢
の
世
界
に
や
つ
と
辿
り
着
い
た
や
う
な
、
丸
で
お
伽

噺
に
で
も
出
て
来
る
少
女
の
や
う
な
心
持
ち
に
な
つ
て
、

今
は
怖
い
と
い
ふ
観
念
も
な
く
、
激
し
い
蚊
の
群
れ
を
袂

で
拂
ひ
な
が
ら
、
そ
こ
で
し
ば
ら
く
冥
想
に
耽
つ
て
ゐ
た
。

（
一
二
八
頁
） 

こ
う
し
た
描
写
か
ら
は
、
彼
女
が
死
を
幻
想
的
に
美
化
し
て
捉
え

て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
、
写
実
的
な
描
写

を
小
説
に
取
り
入
れ
て
き
た
彼
女
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
彼
女
自
身

が
、
そ
の
時
代
を
振
り
返
っ
て
、「
死
」
を
美
化
し
て
い
た
こ
と
を

再
認
識
し
て
、
当
時
の
心
境
を
こ
の
よ
う
に
書
き
綴
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。 

も
う
少
し
、
彼
女
の
「
死
」
に
対
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
て
み

よ
う
。 

「
死
は
此
世
の
一
切
の
苦
し
み
悩
み
を
超
越
す
る
。
無
明

の
束
縛
か
ら
放
た
れ
る
。
そ
し
て
、
私
の
魂
は
初
め
て
自

由
に
絶
対
無
限
の
永
遠
に
生
き
る
で
あ
ら
う
。
あ
ゝ
や
つ

ぱ
り
私
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。」
（
一
二
八
―

一
二
九
頁
） 

こ
こ
に
は
、「
逝
く
者
」
に
も
描
か
れ
て
い
た
「
死
」
の
認
識
が

表
れ
て
い
る
。
弟
を
病
の
苦
し
み
か
ら
解
放
し
た
の
と
同
様
に
、

「
死
」
は
彼
女
の
精
神
を
蝕
む
悩
み
か
ら
彼
女
を
解
き
放
つ
超
越

的
な
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

列
車
が
通
り
身
を
投
げ
る
ま
さ
に
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
、
彼
女

は
や
は
り
「
死
」
を
目
前
に
し
て
足
が
ひ
る
ん
で
、
見
送
っ
て
し

ま
っ
た
。
し
か
し
、
自
分
自
身
は
や
は
り
死
ぬ
た
め
に
こ
こ
に
来

た
と
、
ひ
た
す
ら
盲
目
的
に
「
死
」
を
希
求
す
る
彼
女
は
、
ふ
と

自
分
が
ど
の
よ
う
に
「
死
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
考

え
よ
う
と
、「
又
そ
こ
の
冷
た
い
草
の
上
に
蹲
踞
ん
で
、
う
つ
と
り

と
眼
を
閉
ぢ
な
が
ら
夢
現
と
な
く
黙
想
」（
一
二
九
頁
）
し
た
。
想

い
起
こ
せ
ば
彼
女
は
自
分
が
十
二
、
三
歳
の
頃
か
ら
死
を
意
識
し

始
め
、
そ
の
理
由
は
、
陰
鬱
な
家
庭
環
境
に
も
あ
っ
た
が
、
生
来

の
自
分
の
悩
み
が
ち
な
暗
い
性
格
が
原
因
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
彼
女
は
い
つ
し
か
「『
死
』
の
幻
影
に
憧
憬
れ
て
ゐ
た
」

（
一
二
九
頁
）
と
い
う
。 
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彼
女
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
写
実
性
を
生
か
し
な
が
ら
、「
生
」

と
「
死
」
を
見
つ
め
る
と
い
う
作
品
だ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。 

四
、
死
へ
の
関
心
―
「
死
の
幻
影
」「
死
の
魅
惑
に
」 

以
上
述
べ
た
よ
う
な
「
逝
く
者
」
に
お
け
る
作
風
に
つ
い
て
は
、

彼
女
の
目
指
し
た
文
体
や
秋
声
を
は
じ
め
彼
女
が
好
ん
だ
と
い
う

永
井
荷
風
、
有
島
武
郎
な
ど
様
々
な
作
家
の
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
こ
こ

で
は
、「
逝
く
者
」
に
み
ら
れ
る
作
品
の
特
徴
を
導
い
た
と
思
わ
れ

る
要
因
を
、
彼
女
の
死
生
観
や
作
品
を
描
く
に
至
っ
た
状
況
に
求

め
て
み
た
い
。 

冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、
小
寺
に
は
自
ら
の
「
死
」
に
対
す
る
強

い
思
い
を
描
く
随
筆
が
い
く
つ
か
あ
り
、
彼
女
が
自
殺
を
考
え
た

こ
と
も
幾
度
と
な
く
告
白
し
て
い
る
。「
死
の
幻
影
」
に
お
い
て
は
、

従
姉
の
家
に
寄
寓
し
て
い
た
頃
の
彼
女
の
境
遇
が
詳
細
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
一
〇

。
小
寺
は
富
山
市
八
人
町
尋
常
小
学
校
高
等
科
を
卒

業
後
、
父
の
事
業
が
失
敗
し
た
こ
と
で
、
数
え
年
十
七
歳
の
時
（
一

八
九
五<

明
治
二
八>

年
か
）、
東
京
に
住
む
従
姉
の
樽
井
ふ
さ
の

家
に
下
宿
す
る
と
い
う
道
を
選
ん
だ
。
ふ
さ
の
夫
樽
井
藤
吉
は
、

ふ
さ
よ
り
一
八
歳
年
長
、
東
洋
社
会
党
に
属
す
る
活
動
家
で
あ
っ

た
。
ふ
さ
は
小
寺
よ
り
も
一
〇
歳
前
後
年
上
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
こ
で
、
従
姉
の
世
話
に
な
り
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
き
な

が
ら
も
、
そ
の
生
活
は
、
小
寺
の
学
資
を
使
い
込
ん
で
し
ま
う
ほ

ど
の
貧
窮
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
家
を
留
守
に
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
夫
に
対
し
て
、
極
度
の
寂
し
さ
を
抱
き
、
満
た
さ
れ
な
い
結

婚
生
活
に
、
後
悔
の
思
い
に
も
か
ら
れ
、
精
神
不
安
に
陥
り
が
ち

な
ふ
さ
か
ら
、
結
婚
適
齢
期
の
娘
で
あ
っ
た
小
寺
は
、
嫉
妬
の
対

象
と
も
な
り
、
さ
ら
に
彼
女
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
は
け
口
と
も
さ
れ

て
い
た
。
文
筆
で
身
を
立
て
る
こ
と
を
望
み
な
が
ら
も
、
女
の
幸

せ
は
結
婚
に
あ
る
と
迫
る
従
姉
の
顔
色
を
窺
い
な
が
ら
、
小
寺
は

暮
ら
し
た
。
そ
の
状
況
下
に
お
い
て
小
寺
の
精
神
状
態
も
悪
化
し

て
い
き
、
自
身
の
将
来
へ
の
希
望
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

痛
感
し
た
彼
女
は
、
自
殺
を
考
え
る
。 

音
無
川
に
沿
っ
た
「
御
院
殿
下
」
は
、「
昔
か
ら
世
の
落
伍
者
や
、

厭
世
詩
人
が
轢
死
を
企
て
る
所
」（
一
二
七
頁
）
だ
と
聞
き
、
死
ぬ

な
ら
こ
の
場
所
と
小
寺
は
決
め
て
い
た
と
い
う
。
肌
寒
い
冷
気
を

感
じ
る
初
秋
の
頃
、
小
寺
は
「
御
院
殿
下
」
へ
と
向
か
っ
て
い
っ

た
。
そ
こ
は
崖
に
な
っ
て
い
て
、
崖
下
に
は
四
本
の
線
路
が
あ
っ

た
。
そ
の
場
を
恐
怖
心
と
と
も
に
眺
め
な
が
ら
も
、
彼
女
は
死
に
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対
し
て
、
酔
い
し
れ
る
よ
う
な
感
覚
を
抱
い
て
い
た
よ
う
だ
。 

自
分
は
今
可
な
り
『
死
』
を
美
化
し
て
そ
れ
に
酔
ひ
す
ぎ

て
ゐ
る
や
う
に
も
思
は
れ
た
。
け
れ
ど
、
死
な
う
、
と
い

ふ
心
持
は
や
つ
ぱ
り
美
し
い
好
い
心
持
に
違
ひ
な
か
つ
た
。

も
う
雫
が
垂
れ
る
ほ
ど
に
露
の
お
り
た
冷
た
い
草
叢
の
上

に
長
々
と
足
を
伸
ば
し
な
が
ら
、
私
は
長
い
間
憧
れ
て
ゐ

た
夢
の
世
界
に
や
つ
と
辿
り
着
い
た
や
う
な
、
丸
で
お
伽

噺
に
で
も
出
て
来
る
少
女
の
や
う
な
心
持
ち
に
な
つ
て
、

今
は
怖
い
と
い
ふ
観
念
も
な
く
、
激
し
い
蚊
の
群
れ
を
袂

で
拂
ひ
な
が
ら
、
そ
こ
で
し
ば
ら
く
冥
想
に
耽
つ
て
ゐ
た
。

（
一
二
八
頁
） 

こ
う
し
た
描
写
か
ら
は
、
彼
女
が
死
を
幻
想
的
に
美
化
し
て
捉
え

て
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
、
写
実
的
な
描
写

を
小
説
に
取
り
入
れ
て
き
た
彼
女
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
彼
女
自
身

が
、
そ
の
時
代
を
振
り
返
っ
て
、「
死
」
を
美
化
し
て
い
た
こ
と
を

再
認
識
し
て
、
当
時
の
心
境
を
こ
の
よ
う
に
書
き
綴
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。 

も
う
少
し
、
彼
女
の
「
死
」
に
対
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
て
み

よ
う
。 

「
死
は
此
世
の
一
切
の
苦
し
み
悩
み
を
超
越
す
る
。
無
明

の
束
縛
か
ら
放
た
れ
る
。
そ
し
て
、
私
の
魂
は
初
め
て
自

由
に
絶
対
無
限
の
永
遠
に
生
き
る
で
あ
ら
う
。
あ
ゝ
や
つ

ぱ
り
私
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。」
（
一
二
八
―

一
二
九
頁
） 

こ
こ
に
は
、「
逝
く
者
」
に
も
描
か
れ
て
い
た
「
死
」
の
認
識
が

表
れ
て
い
る
。
弟
を
病
の
苦
し
み
か
ら
解
放
し
た
の
と
同
様
に
、

「
死
」
は
彼
女
の
精
神
を
蝕
む
悩
み
か
ら
彼
女
を
解
き
放
つ
超
越

的
な
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。 

列
車
が
通
り
身
を
投
げ
る
ま
さ
に
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
、
彼
女

は
や
は
り
「
死
」
を
目
前
に
し
て
足
が
ひ
る
ん
で
、
見
送
っ
て
し

ま
っ
た
。
し
か
し
、
自
分
自
身
は
や
は
り
死
ぬ
た
め
に
こ
こ
に
来

た
と
、
ひ
た
す
ら
盲
目
的
に
「
死
」
を
希
求
す
る
彼
女
は
、
ふ
と

自
分
が
ど
の
よ
う
に
「
死
」
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
考

え
よ
う
と
、「
又
そ
こ
の
冷
た
い
草
の
上
に
蹲
踞
ん
で
、
う
つ
と
り

と
眼
を
閉
ぢ
な
が
ら
夢
現
と
な
く
黙
想
」（
一
二
九
頁
）
し
た
。
想

い
起
こ
せ
ば
彼
女
は
自
分
が
十
二
、
三
歳
の
頃
か
ら
死
を
意
識
し

始
め
、
そ
の
理
由
は
、
陰
鬱
な
家
庭
環
境
に
も
あ
っ
た
が
、
生
来

の
自
分
の
悩
み
が
ち
な
暗
い
性
格
が
原
因
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
彼
女
は
い
つ
し
か
「『
死
』
の
幻
影
に
憧
憬
れ
て
ゐ
た
」

（
一
二
九
頁
）
と
い
う
。 
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彼
女
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
写
実
性
を
生
か
し
な
が
ら
、「
生
」

と
「
死
」
を
見
つ
め
る
と
い
う
作
品
だ
っ
た
と
評
価
で
き
よ
う
。 

四
、
死
へ
の
関
心
―
「
死
の
幻
影
」「
死
の
魅
惑
に
」 

以
上
述
べ
た
よ
う
な
「
逝
く
者
」
に
お
け
る
作
風
に
つ
い
て
は
、

彼
女
の
目
指
し
た
文
体
や
秋
声
を
は
じ
め
彼
女
が
好
ん
だ
と
い
う

永
井
荷
風
、
有
島
武
郎
な
ど
様
々
な
作
家
の
影
響
が
あ
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
る
こ
と
と
し
、
こ
こ

で
は
、「
逝
く
者
」
に
み
ら
れ
る
作
品
の
特
徴
を
導
い
た
と
思
わ
れ

る
要
因
を
、
彼
女
の
死
生
観
や
作
品
を
描
く
に
至
っ
た
状
況
に
求

め
て
み
た
い
。 

冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、
小
寺
に
は
自
ら
の
「
死
」
に
対
す
る
強

い
思
い
を
描
く
随
筆
が
い
く
つ
か
あ
り
、
彼
女
が
自
殺
を
考
え
た

こ
と
も
幾
度
と
な
く
告
白
し
て
い
る
。「
死
の
幻
影
」
に
お
い
て
は
、

従
姉
の
家
に
寄
寓
し
て
い
た
頃
の
彼
女
の
境
遇
が
詳
細
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
一
〇

。
小
寺
は
富
山
市
八
人
町
尋
常
小
学
校
高
等
科
を
卒

業
後
、
父
の
事
業
が
失
敗
し
た
こ
と
で
、
数
え
年
十
七
歳
の
時
（
一

八
九
五<

明
治
二
八>

年
か
）、
東
京
に
住
む
従
姉
の
樽
井
ふ
さ
の

家
に
下
宿
す
る
と
い
う
道
を
選
ん
だ
。
ふ
さ
の
夫
樽
井
藤
吉
は
、

ふ
さ
よ
り
一
八
歳
年
長
、
東
洋
社
会
党
に
属
す
る
活
動
家
で
あ
っ

た
。
ふ
さ
は
小
寺
よ
り
も
一
〇
歳
前
後
年
上
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
そ
こ
で
、
従
姉
の
世
話
に
な
り
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
き
な

が
ら
も
、
そ
の
生
活
は
、
小
寺
の
学
資
を
使
い
込
ん
で
し
ま
う
ほ

ど
の
貧
窮
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
家
を
留
守
に
す
る
こ
と
が
多
か

っ
た
夫
に
対
し
て
、
極
度
の
寂
し
さ
を
抱
き
、
満
た
さ
れ
な
い
結

婚
生
活
に
、
後
悔
の
思
い
に
も
か
ら
れ
、
精
神
不
安
に
陥
り
が
ち

な
ふ
さ
か
ら
、
結
婚
適
齢
期
の
娘
で
あ
っ
た
小
寺
は
、
嫉
妬
の
対

象
と
も
な
り
、
さ
ら
に
彼
女
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
は
け
口
と
も
さ
れ

て
い
た
。
文
筆
で
身
を
立
て
る
こ
と
を
望
み
な
が
ら
も
、
女
の
幸

せ
は
結
婚
に
あ
る
と
迫
る
従
姉
の
顔
色
を
窺
い
な
が
ら
、
小
寺
は

暮
ら
し
た
。
そ
の
状
況
下
に
お
い
て
小
寺
の
精
神
状
態
も
悪
化
し

て
い
き
、
自
身
の
将
来
へ
の
希
望
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

痛
感
し
た
彼
女
は
、
自
殺
を
考
え
る
。 

音
無
川
に
沿
っ
た
「
御
院
殿
下
」
は
、「
昔
か
ら
世
の
落
伍
者
や
、

厭
世
詩
人
が
轢
死
を
企
て
る
所
」（
一
二
七
頁
）
だ
と
聞
き
、
死
ぬ

な
ら
こ
の
場
所
と
小
寺
は
決
め
て
い
た
と
い
う
。
肌
寒
い
冷
気
を

感
じ
る
初
秋
の
頃
、
小
寺
は
「
御
院
殿
下
」
へ
と
向
か
っ
て
い
っ

た
。
そ
こ
は
崖
に
な
っ
て
い
て
、
崖
下
に
は
四
本
の
線
路
が
あ
っ

た
。
そ
の
場
を
恐
怖
心
と
と
も
に
眺
め
な
が
ら
も
、
彼
女
は
死
に

- 47 -

研究論文



- 11 - 

く
者
」
に
焦
点
を
当
て
、
ま
ず
は
そ
の
作
品
の
特
徴
、「
死
」
の
描

き
方
、
ま
た
結
核
文
学
の
流
れ
に
お
い
て
の
作
品
の
評
価
を
ま
と

め
た
。
そ
し
て
、
結
核
に
よ
る
「
死
」
を
常
套
手
段
と
し
て
ロ
マ

ン
化
す
る
こ
と
な
く
、
写
実
的
な
描
写
に
基
づ
き
、「
生
」
の
儚
さ

と
歓
び
を
強
調
す
る
と
い
う
作
品
の
特
徴
が
、
小
寺
自
身
が
抱
い

て
い
た
死
生
観
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

こ
れ
ま
で
の
小
寺
の
評
価
は
、
同
時
代
の
作
家
に
よ
る
評
価
と

し
て
は
女
ら
し
い
素
直
さ
や
甘
さ
、
善
良
さ
な
ど
性
格
論
に
す
り

替
え
ら
れ
て
い
た
り
、
ま
た
決
し
て
多
く
は
な
い
先
行
研
究
に
お

い
て
も
、
生
活
苦
や
少
女
時
代
の
苦
難
ゆ
え
の
暗
さ
ば
か
り
が
強

調
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
そ
こ
に
金
子
幸
代
は
切
り
込
ん
で
、
女

性
職
業
作
家
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
し
た
一
二

。

本
小
論
で
扱
っ
た
「
逝
く
者
」
を
例
に
取
っ
て
も
、
彼
女
の
作
品
を

再
評
価
し
て
い
く
論
点
は
、
例
え
ば
小
寺
の
文
体
に
与
え
た
作
家

の
影
響
、「
逝
く
者
」
で
見
ら
れ
た
「
死
」
と
「
生
」
へ
の
眼
差
し
、

そ
れ
が
小
寺
の
初
期
作
品
か
ら
晩
年
の
作
品
に
お
い
て
ど
う
表
れ

て
い
る
の
か
、
ま
た
同
時
代
の
作
家
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
類

似
点
や
相
違
点
が
あ
る
か
な
ど
、
幾
つ
も
見
出
さ
れ
る
。
五
百
点

も
優
に
超
え
る
彼
女
の
執
筆
記
事
や
作
品
と
、
本
格
的
な
小
説
家

を
目
指
し
た
彼
女
の
再
評
価
を
、
今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
一
三

。 

  

注 一 

小
寺
菊
子
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
塩
田
良
平
「
小
寺
菊
子
」『
明
日
香

路
』
一
九
五
七
年
、
一
―
三
、
塩
田
良
平
「
小
寺
菊
子
」『
明
治
女
流
作
家
論
』

（
寧
楽
書
房
、
一
九
六
五
年
）、
田
中
清
一
「
小
寺
菊
子
」『
郷
土
と
文
学
』（
伴

印
刷
所
、
一
九
六
三
年
）、
島
尻
悦
子
「
評
伝
小
寺
（
尾
島
）
菊
子
」『
学
苑
（
３

０
９
）』、
一
九
六
五
年
九
月
、
渡
辺
陽
「
小
寺
菊
子
執
筆
目
録
」『
静
岡
国
文
学
』

一
九
七
八
年
一
二
月
、
八
尾
正
治
「
大
正
の
閨
秀

小
寺
菊
子
（
１
）
～
（
１

３
）」『
経
済
月
報
』
二
二
〇
―
二
三
二
号
、
一
九
七
九
―
一
九
八
〇
年
、
杉
本

邦
子
「
尾
島
（
小
寺
）
菊
子
解
説
」『
日
本
児
童
文
学
大
系
６
』（
ほ
る
ぷ
出
版
、

一
九
七
八
年
）、
佐
藤
通
雅
「
尾
島
菊
子
（
１
）
～
（
３
）」『
日
本
児
童
文
学
の

成
立
・
序
説
』（
大
和
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
小
松
聡
子
「
尾
島
菊
子
の
少
女

小
説
の
文
体
」『
国
際
児
童
文
学
館
紀
要
（
１
２
）』
一
九
九
七
年
三
月
、
小
林

裕
子
「『
職
業
作
家
』
と
い
う
選
択
―
尾
島
菊
子
論
」『
明
治
期
女
性
文
学
論
』

（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
山
根
春
菜
「
尾
島
菊
子
の
〈
少
女
小
説
〉
『
綾

子
』
に
み
る
少
女
の
『
家
出
』」『
安
田
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
・

合
冊
１
９
』
二
〇
一
三
年
、
下
岡
友
加
「
尾
島
菊
子
『
蚊
ば
し
ら
』
翻
刻
・
紹

介
―
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
掲
載
小
説
」『
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
（
７

７
）』、
二
〇
一
七
年
一
二
月
、
拙
論
「
小
寺
菊
子
の
作
品
に
垣
間
見
る
宗
教
観

―
『
他
力
信
心
の
女
』『
念
仏
の
家
』
よ
り
」『
群
峰
４
』
二
〇
一
八
年
三
月
な

ど
近
年
そ
の
論
稿
も
増
え
て
き
た
。
例
外
も
あ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
、
少
女

小
説
家
と
し
て
の
小
寺
菊
子
と
い
う
前
提
が
見
ら
れ
る
。
金
子
幸
代
に
よ
る
論

- 10 - 

こ
れ
ら
に
描
か
れ
る
よ
う
な
彼
女
の
「
死
」
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
は
、
と
も
す
れ
ば
青
少
年
期
に
浮
か
び
が
ち
な
危
う
い
感
情
で

あ
っ
て
、
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
可
能
性
の
あ
る
「
死
」
の
よ
う

に
思
え
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
こ
の
頃
の
「
死
」
は
ま
さ
に

ロ
マ
ン
化
さ
れ
、
美
化
さ
れ
て
い
た
「
死
」
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

こ
う
し
た
「
死
」
へ
の
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
破
り
、「
死
」

か
ら
「
生
」
の
方
へ
、
気
持
ち
を
向
か
わ
せ
た
も
の
は
何
だ
っ
た

の
か
。「
死
の
魅
惑
に
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
一
一

。 

な
ん
と
考
へ
て
も
此
世
に
生
き
る
に
望
み
な
く
『
死
』
は

自
分
を
一
切
の
苦
し
み
か
ら
救
つ
て
く
れ
る
も
の
だ
と
信

じ
て
、
毎
日

〱
あ
の
御
院
殿
下
へ
飛
び
込
ん
で
死
ぬ
こ

と
ば
か
り
空
想
し
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
死
ん
だ
あ
と
で
国

に
ゐ
る
母
や
弟
妹
が
さ
ぞ
悲
し
む
だ
ら
う
と
思
つ
た
り
、

や
つ
ぱ
り
死
ん
だ
方
が
一
番
い
ゝ
と
考
へ
た
り
、
淋
し
い

歌
を
作
つ
て
見
た
り
、
哀
れ
深
い
日
記
を
や
た
ら
に
つ
け

た
り
、
そ
し
て
毎
夜

〱
蒲
団
に
顔
を
埋
め
て
泣
い
て
ば

か
り
ゐ
た
も
の
で
し
た
。（
後
略
） 

あ
の
く
ら
ゐ
に
死
に
た
か
つ
た
娘
が
、
突
如
、『
生
き
よ

う
』
と
勇
ま
し
く
決
心
し
た
の
は
、
そ
の
後
間
も
な
く
の

こ
と
で
、
た
し
か
に
文
学
に
救
は
れ
た
の
で
し
た
。
そ
れ

と
一
つ
は
、
田
舎
に
ゐ
た
次
の
弟
が
病
死
し
た
の
で
、
私

が
母
や
幼
い
弟
妹
を
背
負
つ
て
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
ふ
大
き
な
実
際
問
題
の
暗
礁
に
打
突
か
つ
た
ゝ
め
で

し
た
。（
一
九
九
頁
） 

彼
女
を
死
の
道
か
ら
救
っ
た
の
は
、
文
学
と
そ
し
て
、
ま
さ
に

「
逝
く
者
」
で
再
現
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
弟
の
「
死
」
と
そ
の
後
、

自
分
が
母
や
弟
妹
を
養
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
実

際
的
な
生
活
上
の
責
任
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
、
彼

女
は
、
お
ぼ
ろ
げ
に
、
美
し
い
も
の
と
し
て
描
い
て
い
た
「
死
」

の
幻
影
を
、
現
実
の
弟
の
凄
惨
な
「
死
」
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
、
否
が
応
で
も
、「
生
」
へ
と
向
か
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
生

き
る
渇
望
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
逝
く
者
」
の
最

後
に
送
っ
た
生
き
る
者
た
ち
へ
の
讃
歌
は
、
弟
を
失
っ
た
、
自
分

へ
の
強
い
激
励
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

五
、
お
わ
り
に 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
少
女
小
説
家
と
し
て
の

み
評
価
さ
れ
て
き
た
傾
向
の
あ
る
小
寺
の
作
品
の
中
で
、
本
格
的

な
小
説
家
を
目
指
し
て
執
筆
し
た
、「
死
」
を
主
題
に
据
え
た
「
逝
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く
者
」
に
焦
点
を
当
て
、
ま
ず
は
そ
の
作
品
の
特
徴
、「
死
」
の
描

き
方
、
ま
た
結
核
文
学
の
流
れ
に
お
い
て
の
作
品
の
評
価
を
ま
と

め
た
。
そ
し
て
、
結
核
に
よ
る
「
死
」
を
常
套
手
段
と
し
て
ロ
マ

ン
化
す
る
こ
と
な
く
、
写
実
的
な
描
写
に
基
づ
き
、「
生
」
の
儚
さ

と
歓
び
を
強
調
す
る
と
い
う
作
品
の
特
徴
が
、
小
寺
自
身
が
抱
い

て
い
た
死
生
観
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。 

こ
れ
ま
で
の
小
寺
の
評
価
は
、
同
時
代
の
作
家
に
よ
る
評
価
と

し
て
は
女
ら
し
い
素
直
さ
や
甘
さ
、
善
良
さ
な
ど
性
格
論
に
す
り

替
え
ら
れ
て
い
た
り
、
ま
た
決
し
て
多
く
は
な
い
先
行
研
究
に
お

い
て
も
、
生
活
苦
や
少
女
時
代
の
苦
難
ゆ
え
の
暗
さ
ば
か
り
が
強

調
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
そ
こ
に
金
子
幸
代
は
切
り
込
ん
で
、
女

性
職
業
作
家
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
し
た
一
二

。

本
小
論
で
扱
っ
た
「
逝
く
者
」
を
例
に
取
っ
て
も
、
彼
女
の
作
品
を

再
評
価
し
て
い
く
論
点
は
、
例
え
ば
小
寺
の
文
体
に
与
え
た
作
家

の
影
響
、「
逝
く
者
」
で
見
ら
れ
た
「
死
」
と
「
生
」
へ
の
眼
差
し
、

そ
れ
が
小
寺
の
初
期
作
品
か
ら
晩
年
の
作
品
に
お
い
て
ど
う
表
れ

て
い
る
の
か
、
ま
た
同
時
代
の
作
家
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
類

似
点
や
相
違
点
が
あ
る
か
な
ど
、
幾
つ
も
見
出
さ
れ
る
。
五
百
点

も
優
に
超
え
る
彼
女
の
執
筆
記
事
や
作
品
と
、
本
格
的
な
小
説
家

を
目
指
し
た
彼
女
の
再
評
価
を
、
今
後
も
続
け
て
い
き
た
い
一
三

。 

  

注 一 

小
寺
菊
子
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、
塩
田
良
平
「
小
寺
菊
子
」『
明
日
香

路
』
一
九
五
七
年
、
一
―
三
、
塩
田
良
平
「
小
寺
菊
子
」『
明
治
女
流
作
家
論
』

（
寧
楽
書
房
、
一
九
六
五
年
）、
田
中
清
一
「
小
寺
菊
子
」『
郷
土
と
文
学
』（
伴

印
刷
所
、
一
九
六
三
年
）、
島
尻
悦
子
「
評
伝
小
寺
（
尾
島
）
菊
子
」『
学
苑
（
３

０
９
）』、
一
九
六
五
年
九
月
、
渡
辺
陽
「
小
寺
菊
子
執
筆
目
録
」『
静
岡
国
文
学
』

一
九
七
八
年
一
二
月
、
八
尾
正
治
「
大
正
の
閨
秀

小
寺
菊
子
（
１
）
～
（
１

３
）」『
経
済
月
報
』
二
二
〇
―
二
三
二
号
、
一
九
七
九
―
一
九
八
〇
年
、
杉
本

邦
子
「
尾
島
（
小
寺
）
菊
子
解
説
」『
日
本
児
童
文
学
大
系
６
』（
ほ
る
ぷ
出
版
、

一
九
七
八
年
）、
佐
藤
通
雅
「
尾
島
菊
子
（
１
）
～
（
３
）」『
日
本
児
童
文
学
の

成
立
・
序
説
』（
大
和
書
房
、
一
九
八
五
年
）、
小
松
聡
子
「
尾
島
菊
子
の
少
女

小
説
の
文
体
」『
国
際
児
童
文
学
館
紀
要
（
１
２
）』
一
九
九
七
年
三
月
、
小
林

裕
子
「『
職
業
作
家
』
と
い
う
選
択
―
尾
島
菊
子
論
」『
明
治
期
女
性
文
学
論
』

（
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
七
年
）、
山
根
春
菜
「
尾
島
菊
子
の
〈
少
女
小
説
〉『
綾

子
』
に
み
る
少
女
の
『
家
出
』」『
安
田
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
・

合
冊
１
９
』
二
〇
一
三
年
、
下
岡
友
加
「
尾
島
菊
子
『
蚊
ば
し
ら
』
翻
刻
・
紹

介
―
『
台
湾
愛
国
婦
人
』
掲
載
小
説
」『
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
（
７

７
）』、
二
〇
一
七
年
一
二
月
、
拙
論
「
小
寺
菊
子
の
作
品
に
垣
間
見
る
宗
教
観

―
『
他
力
信
心
の
女
』『
念
仏
の
家
』
よ
り
」『
群
峰
４
』
二
〇
一
八
年
三
月
な

ど
近
年
そ
の
論
稿
も
増
え
て
き
た
。
例
外
も
あ
る
も
の
の
、
全
体
的
に
、
少
女

小
説
家
と
し
て
の
小
寺
菊
子
と
い
う
前
提
が
見
ら
れ
る
。
金
子
幸
代
に
よ
る
論

- 10 - 

こ
れ
ら
に
描
か
れ
る
よ
う
な
彼
女
の
「
死
」
に
対
す
る
イ
メ
ー

ジ
は
、
と
も
す
れ
ば
青
少
年
期
に
浮
か
び
が
ち
な
危
う
い
感
情
で

あ
っ
て
、
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
可
能
性
の
あ
る
「
死
」
の
よ
う

に
思
え
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
こ
の
頃
の
「
死
」
は
ま
さ
に

ロ
マ
ン
化
さ
れ
、
美
化
さ
れ
て
い
た
「
死
」
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

こ
う
し
た
「
死
」
へ
の
幻
想
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
打
ち
破
り
、「
死
」

か
ら
「
生
」
の
方
へ
、
気
持
ち
を
向
か
わ
せ
た
も
の
は
何
だ
っ
た

の
か
。「
死
の
魅
惑
に
」
で
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
一
一

。 

な
ん
と
考
へ
て
も
此
世
に
生
き
る
に
望
み
な
く
『
死
』
は

自
分
を
一
切
の
苦
し
み
か
ら
救
つ
て
く
れ
る
も
の
だ
と
信

じ
て
、
毎
日

〱
あ
の
御
院
殿
下
へ
飛
び
込
ん
で
死
ぬ
こ

と
ば
か
り
空
想
し
て
ゐ
る
の
で
し
た
。
死
ん
だ
あ
と
で
国

に
ゐ
る
母
や
弟
妹
が
さ
ぞ
悲
し
む
だ
ら
う
と
思
つ
た
り
、

や
つ
ぱ
り
死
ん
だ
方
が
一
番
い
ゝ
と
考
へ
た
り
、
淋
し
い

歌
を
作
つ
て
見
た
り
、
哀
れ
深
い
日
記
を
や
た
ら
に
つ
け

た
り
、
そ
し
て
毎
夜

〱
蒲
団
に
顔
を
埋
め
て
泣
い
て
ば

か
り
ゐ
た
も
の
で
し
た
。（
後
略
） 

あ
の
く
ら
ゐ
に
死
に
た
か
つ
た
娘
が
、
突
如
、『
生
き
よ

う
』
と
勇
ま
し
く
決
心
し
た
の
は
、
そ
の
後
間
も
な
く
の

こ
と
で
、
た
し
か
に
文
学
に
救
は
れ
た
の
で
し
た
。
そ
れ

と
一
つ
は
、
田
舎
に
ゐ
た
次
の
弟
が
病
死
し
た
の
で
、
私

が
母
や
幼
い
弟
妹
を
背
負
つ
て
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
ふ
大
き
な
実
際
問
題
の
暗
礁
に
打
突
か
つ
た
ゝ
め
で

し
た
。（
一
九
九
頁
） 

彼
女
を
死
の
道
か
ら
救
っ
た
の
は
、
文
学
と
そ
し
て
、
ま
さ
に

「
逝
く
者
」
で
再
現
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
弟
の
「
死
」
と
そ
の
後
、

自
分
が
母
や
弟
妹
を
養
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
実

際
的
な
生
活
上
の
責
任
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
、
彼

女
は
、
お
ぼ
ろ
げ
に
、
美
し
い
も
の
と
し
て
描
い
て
い
た
「
死
」

の
幻
影
を
、
現
実
の
弟
の
凄
惨
な
「
死
」
に
よ
っ
て
打
ち
破
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
、
否
が
応
で
も
、「
生
」
へ
と
向
か
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
生

き
る
渇
望
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
逝
く
者
」
の
最

後
に
送
っ
た
生
き
る
者
た
ち
へ
の
讃
歌
は
、
弟
を
失
っ
た
、
自
分

へ
の
強
い
激
励
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。 

五
、
お
わ
り
に 

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
少
女
小
説
家
と
し
て
の

み
評
価
さ
れ
て
き
た
傾
向
の
あ
る
小
寺
の
作
品
の
中
で
、
本
格
的

な
小
説
家
を
目
指
し
て
執
筆
し
た
、「
死
」
を
主
題
に
据
え
た
「
逝
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文
は
、「
富
山
の
女
性
文
学
の
先
駆
者
・
小
寺
（
尾
島
）
菊
子
研
究
（
１
）
作
品

執
筆
年
譜
を
中
心
に
」『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
５
１
』
二
〇
〇
九
年
を
は
じ

め
と
し
て
、
本
稿
で
後
に
触
れ
る
も
の
の
他
、「
富
山
の
女
性
文
学
の
先
駆
者
・

小
寺
（
尾
島
）
菊
子
研
究
（
３
）
メ
デ
ィ
ア
と
の
攻
防
・『
ふ
る
さ
と
』
観
の
変

遷
」『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
（
５
３
）』
二
〇
一
〇
年
、「
富
山
の
女
性
文
学

の
先
駆
者
・
小
寺
（
尾
島
）
菊
子
研
究
（
４
）
徳
田
秋
声
・
三
島
霜
川
・
近
松

秋
江
と
『
あ
ら
く
れ
』
の
こ
と
」『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
（
５
５
）』
二
〇

一
一
年
、「
小
寺
（
尾
島
）
菊
子
の
少
女
雑
誌
戦
略
：
家
出
少
女
小
説
『
綾
子
』

の
『
冒
険
』」『
富
山
文
学
の
会
ふ
る
さ
と
文
学
を
語
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
２
』
二

〇
一
一
年
三
月
が
あ
る
。 

二 

金
子
幸
代
「
富
山
の
女
性
文
学
の
先
駆
者
・
小
寺
（
尾
島
）
菊
子
研
究
―
作
品

執
筆
年
譜
を
中
心
に
」
金
子
幸
代
編
『
小
寺
菊
子
作
品
集
２
』（
桂
書
房
、
二
〇

一
四
）、
五
〇
八
頁
。 

三 

小
寺
菊
子
「
逝
く
者
」
金
子
、『
小
寺
菊
子
作
品
集
２
』、
六
二
―
一
〇
〇
頁
。

以
下
引
用
箇
所
は
本
文
中
に
頁
数
の
み
記
す
。 

四 

「
私
の
好
き
な
私
の
作
」
こ
こ
で
は
金
子
、『
小
寺
菊
子
作
品
集
２
』、
一
一
四

頁
の
再
録
を
使
用
し
た
。 

五 

福
田
眞
人
『
結
核
の
文
化
史
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
）、
二
八
頁
。 

六 

同
上
、
二
頁
。 

七 

同
上
、
二
―
三
頁
。 

八 

同
上
、
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
。 

九 

小
寺
菊
子
「
死
の
幻
影
」
金
子
幸
代
編
『
小
寺
菊
子
作
品
集
３
』（
桂
書
房
、
二

〇
一
四
）、
一
二
一
頁
。
以
下
引
用
箇
所
は
本
文
中
に
頁
数
の
み
記
す
。 

一
〇 

小
寺
、「
死
の
幻
影
」、
一
一
四
―
一
二
九
頁
。 

一
一 

小
寺
菊
子
「
死
の
魅
惑
に
」
金
子
、『
小
寺
菊
子
作
品
集
３
』、
一
九
八
―
一

九
九
頁
。
以
下
引
用
箇
所
は
本
文
中
に
頁
数
の
み
記
す
。 

一
二 

金
子
幸
代
「
小
寺
（
尾
島
）
菊
子
と
『
女
子
文
壇
』・『
青
鞜
』
―
埋
も
れ
た

女
性
職
業
作
家
の
復
権
に
向
け
て
」
金
子
、『
小
寺
菊
子
作
品
集
２
』、
五
三

四
―
五
四
〇
頁
。 

一
三 

作
品
数
は
金
子
幸
代
の
ま
と
め
に
よ
る
。
金
子
、「
富
山
の
女
性
文
学
の
先
駆

者
」、
三
四
三
頁
。 
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高
島
高
詩
集
『
山
脈
地
帯
』
に
お
け
る
「
戦
争
の
詩
」 

金
山

克
哉 

１

は
じ
め
に 

北
方
を
描
い
た
詩
人
高
島
高
に
は
、「
戦
争
の
詩
」
が
あ
る
。 

『
山
脈
地
帯
』（
旗
社
出
版
部

昭
和
十
六
年
二
月
二
十
日
）
の

「
第
一
部
」
に
そ
れ
ら
は
多
数
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
あ
と
が
き
」

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。 

 

こ
の
中
に
は
、
随
分
古
い
も
の
も
あ
る
。
七
、
八
年
前
、
も

っ
と
の
も
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
第
二
詩
集
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

必
ず
し
も
新
し
い
も
の
ば
か
り
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
こ
れ
を

第
一
部
と
第
二
部
に
分
け
た
。
僕
の
詩
の
個
性
の
陰
陽
と
も

に
と
も
思
っ
て
分
け
て
み
た
。

～

略

～

第
一
部
は

多
く
戦
争
の
詩
（
傍
線
金
山
）
を
採
っ
た
。
又
極
く
は
じ
め

の
頃
の
も
の
も
入
れ
て
お
い
た
。
第
二
部
は
ず
っ
と
古
い
の

や
新
し
い
の
が
ま
ざ
っ
て
入
っ
て
い
る
。（
昭
和
十
五
年
八
月

十
日
記
） 

 

高
島
自
身
は
戦
争
に
関
す
る
詩
の
こ
と
を
「
戦
争
詩
」「
戦
場
詩
」

「
愛
国
詩
」「
国
民
詩
」
と
呼
ば
ず
に
「
戦
争
の
詩
」
と
素
朴
に
呼

ん
で
い
る
。
坪
井
秀
人
が
『
声
の
祝
祭

日
本
近
代
詩
と
戦
争
』

（
名
古
屋
大
学
出
版
会

一
九
九
七
年
八
月
三
一
日
）
の
中
で
指

摘
す
る
よ
う
に
、
大
東
亜
戦
争
が
激
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
詩
は

国
民
に
対
す
る
呼
び
か
け
の
意
味
を
帯
び
、
詩
人
は
愛
国
の
精
神

を
高
揚
す
る
た
め
の
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
が
、
昭
和
十
六
年

（
一
九
四
一
年
）
の
段
階
で
高
島
が
あ
く
ま
で
も
「
戦
争
の
詩
」

と
い
う
呼
称
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
目
し
て
も
よ
い
だ
ろ

う
。「
戦
争
の
詩
」
の
「
の
」
を
多
義
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
の
」
に
は
、
例
え
ば
「
戦
争
に
関
係
し
た

詩
」「
戦
争
を
称
揚
す
る
詩
」「
戦
争
を
批
判
す
る
詩
」「
戦
争
に
対

す
る
割
り
切
れ
な
い
感
情
を
描
い
た
詩
」
な
ど
の
、
戦
争
に
対
す

る
様
々
な
関
与
、
思
索
の
幅
を
含
ん
で
よ
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
「
戦
争
の
詩
」
と
い
う
呼
称
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ

て
ひ
と
く
く
り
に
は
で
き
な
い
、〈
ど
の
よ
う
な
視
点
で
戦
争
を
視

る
か
〉
と
い
う
こ
と
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
内
包
す
る
。
だ
か
ら
、

高
島
高
の
「
戦
争
の
詩
」
は
〈
文
学
に
描
か
れ
た
戦
争
表
現
の
多

様
性
〉
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
高
島
高
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