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は
じ
め
に

野
溝
七
生
子
は
、
大
正
か
ら
昭
和
の
末
に
か
け
て
広
く
活
躍
し
た
作
家
・
教

育
者
で
あ
る
。
自
身
の
少
女
時
代
に
材
を
採
っ
た
『
山
梔
』
が
『
福
岡
日
日
新

聞
』
の
懸
賞
小
説
に
入
選
し
、
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
の
が
、
一
九
二
四
（
大

正
一
三
）
年
九
月
。
以
後
、
北
原
白
秋
を
中
心
と
し
た
『
近
代
風
景
』
や
長
谷

川
時
雨
が
主
宰
し
た
『
女
人
芸
術
』
な
ど
の
雑
誌
を
舞
台
に
多
く
の
作
品
を
発

表
す
る
一
方
、
東
洋
大
学
で
長
く
教
鞭
を
執
り
、
晩
年
は
、
森
鷗
外
研
究
に
も

健
筆
を
振
る
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
幅
広
い
活
躍
ぶ
り
や
作
品
の
豊
穣
さ
に
反
し
、
代
表
作
で
さ

え
研
究
が
立
ち
後
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
野
溝
の
作
品
世
界
は
十
分
に
解
明
さ
れ

て
は
い
な
い⑴
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、「
灰
色
の
扉
―D

oppelgängerin
―
」

（
以
下
「
灰
色
の
扉
」。『
近
代
風
景
』
一
九
二
八
・
一
）
を
中
心
に
、
と
り
わ

け
彼
女
の
短
篇
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
傾
向
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

一　

女
性
の
「
心
」
へ
の
注
目

―
『
山
梔
』
と
の
共
通
点

「
灰
色
の
扉
」
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
、
妹
の
ク
ノ
に
宛
て
、
自
己
の
ド
ッ

ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
（
分
身
）
体
験
を
語
っ
て
い
く
と
い
う
内
容
を
持
つ
。
ま
ず
は
、

作
品
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
社
会
的
背
景
を
押
さ
え
、
野
溝
作
品
の
傾
向
を
概

観
し
つ
つ
、
そ
の
特
色
を
考
え
て
み
た
い
。

野
溝
が
活
躍
し
は
じ
め
た
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
過
度
に
科

学
技
術
の
発
達
し
た
社
会
へ
の
反
動
と
し
て
、
不
可
視
の
領
域
、
と
り
わ
け
人

間
の
「
心
」
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
「
心
」
も
ま
た
、
し
だ
い
に
科
学
に
よ
る
研
究
対
象
と
さ
れ
て
い
く
こ
と

を
免
れ
得
な
い
。
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
の
心
霊
現
象
を
分
析
し
た
一
柳
廣

孝
氏⑵
は
、「「
こ
っ
く
り
さ
ん
」
か
ら
催
眠
術
へ
、
そ
し
て
「
千
里
眼
」
に
至
る
」

流
行
の
流
れ
は
、「「
近
代
」
に
と
も
な
う
「
制
度
」、「
棲
み
分
け
」
の
成
立
」
と
、

「「
科
学
」
に
合
致
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
対
象
、
具
体
的
に
は
「
心
」
＝
「
内
部
」

へ
の
唯
心
論
的
な
ま
な
ざ
し
」
を
排
除
す
る
構
造
を
鮮
明
に
映
し
出
す
事
象

だ
っ
た
と
い
う
。
当
時
流
行
っ
た
心
霊
学
研
究
も
、
同
様
に
近
代
的
な
知
に

よ
っ
て
オ
カ
ル
ト
的
な
ノ
イ
ズ
を
封
じ
込
ま
れ
て
い
く
。

や
が
て
、
心
理
学
と
い
う
学
問
領
域
が
日
本
で
も
定
着
し
て
日
本
心
理
学
会

が
設
立
さ
れ
、
専
門
学
術
誌
『
心
理
学
研
究
』
が
創
刊
さ
れ
る
の
が
、
一
九
二

六
（
大
正
一
五
＝
昭
和
元
）
年
。
哲
学
の
分
野
か
ら
独
立
し
、
海
外
か
ら
輸
入
さ

れ
た
新
た
な
分
野
と
し
て
の
心
理
学
が
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
レ
ベ
ル
で
本
格
的

に
日
本
で
確
立
さ
れ
た
画
期
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
先
立
ち
、
幅
広
い
異
常
心

野
溝
七
生
子
の
作
品
世
界

―
「
灰
色
の
扉
―D

oppelgängerin

―
」
を
中
心
に

―

橋
　
　
本
　
　
の
ぞ
み
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理
を
扱
っ
た
雑
誌
『
変
態
心
理
』
が
中
村
古
峡
に
よ
り
発
刊
さ
れ
た
の
が
、
一

九
一
七
（
大
正
六
）
年⑶
で
あ
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
、
一
九
一
八
（
大
正
七
）
年
に
創

刊
さ
れ
た
『
赤
い
鳥
』
を
中
心
と
し
、「
童
心
」
の
発
見
・
追
究
が
な
さ
れ
た

の
も
、
ま
た
大
正
時
代
に
お
い
て
旧
来
の
宗
教
の
再
評
価
が
進
み
、「
宗
教
小

説
」
の
流
行
現
象
が
指
摘⑷
さ
れ
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
延
長
線
上
に
あ

る
。時

代
の
「
心
」
に
対
す
る
関
心
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
昭
和
初
期
に
お
け
る

モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
隆
盛
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
人
間

の
内
面
を
表
出
す
る
こ
と
に
価
値
を
見
出
す
ド
イ
ツ
表
現
主
義
な
ど
は
、
た
と

え
ば
同
時
代
の
尾
崎
翠
が
女
性
の
内
面
を
描
い
た
『
第
七
官
界
彷
徨
』
を
は
じ

め
と
す
る
作
品
群
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

と
並
行
す
る
形
で
、
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
も
、
す
で
に
以
前
よ
り
書
き
継

が
れ
て
き
た
分
身
小
説
の
流
行
が
本
格
的
に
訪
れ
る
の
は
、
昭
和
も
戦
後
に

な
っ
て
か
ら
で
あ
る
と
い
う⑸
。

こ
の
よ
う
な
時
代
に
小
説
を
書
き
は
じ
め
た
野
溝
七
生
子
の
作
品
に
、
人
間

の
「
心
」、
と
り
わ
け
女
性
の
内
面
に
光
を
当
て
た
分
身
小
説
が
多
い
こ
と
は

偶
然
で
は
な
い
。
そ
の
主
要
な
成
果
と
も
い
う
べ
き
「
灰
色
の
扉
」
は
、
分
身

小
説
が
比
較
的
ま
だ
数
少
な
か
っ
た
と
い
う
昭
和
初
期
に
発
表
さ
れ
た
先
駆
的

な
作
品
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
野
溝
作
品
に
は
、
他
に
も
後
章
で
見
る
「
藤
と
霧
」

（『
近
代
風
景
』
一
九
二
七
・
八
）
の
よ
う
な
霊
魂
の
移
り
変
わ
り
を
テ
ー
マ
と
し

た
も
の
も
あ
れ
ば
、「
往
来
」（
同
、
一
九
二
七
・
一
）
の
よ
う
に
、「
ド
ッ
ペ
ル

ゲ
ン
ガ
ー
」
の
語
を
用
い
て
い
る
も
の
さ
え
あ
る
が
、
と
り
わ
け
「
灰
色
の
扉
」

で
は
、
分
身
現
象
と
女
性
の
内
面
と
の
結
び
付
き
が
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
て
正

面
か
ら
扱
わ
れ
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、「
灰
色
の
扉
」
の
際
立
つ
特
色
は
何
か
。
着
目
す
べ
き
は
、
本
作
品

と
彼
女
の
デ
ビ
ュ
ー
作
に
し
て
代
表
作
『
山
梔
』
を
は
じ
め
と
す
る
野
溝
の
諸

作
品
と
の
共
通
点
で
あ
ろ
う
。『
山
梔
』
は
、
父
の
暴
力
に
脅
え
、
女
を
取
り

巻
く
社
会
通
念
に
抑
圧
さ
れ
て
い
く
少
女
・
由
布
阿
字
子
が
、
そ
れ
ら
に
抗
い
、

「
美
し
い
魂
」
の
復
活
へ
向
け
て
歩
み
出
す
ま
で
の
成
長
と
苦
闘
を
描
い
た
長

編
小
説
で
あ
る
が⑹
、
こ
の
作
品
中
に
描
か
れ
る
複
数
の
事
柄
が
、
後
続
す
る
数

多
の
小
説
に
引
き
継
が
れ
、
変
奏
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
ま
だ
詳
し
く
検
討
さ

れ
て
い
な
い
。
第
一
作
品
が
作
家
の
す
べ
て
を
含
み
持
つ
、
と
は
よ
く
い
わ
れ

る
こ
と
だ
が
、
野
溝
が
長
期
に
わ
た
り
描
い
た
作
品
群
に
は
、
ま
さ
に
彼
女
固

有
の
問
題
が
最
初
期
か
ら
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
要
と
な
る
作
品
の

一
つ
が
「
灰
色
の
扉
」
で
あ
る
。

「
灰
色
の
扉
」
と
『
山
梔
』
と
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
少
女

た
ち
が
幼
時
よ
り
兄
妹
と
も
ど
も
軍
人
の
父
か
ら
酷
い
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
、
彼
女
ら
が
、
そ
の
よ
う
な
子
供
の
姿
を
日
々
眼
に
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
母
を
、
非
常
な
「
恥
辱
」
を
耐
え
た
女
性
と
し
て
憐
み
を
も
っ
て

語
り
出
し
て
い
る
こ
と
だ
。
次
に
、
両
作
品
に
お
け
る
該
当
箇
所
を
引
く
。

「
さ
う
さ
。
お
父
様
は
御
病
気
な
ん
だ
よ
。
御
病
気
な
ん
だ
と
も
。（
中
略
）

拍
車
の
つ
い
た
長
靴
で
、
胸
を
蹴
つ
と
ば
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
か
え
、

お
前
に
は
。
私
は
よ
く
知
つ
て
る
よ
、
よ
く
し
な
ふ
鞣
し
革
の
鞭
で
ひ
つ

ぱ
た
い
て
ね
、
あ
の
長
靴
で
、
横
つ
腹
の
と
こ
ろ
を
蹴
つ
と
ば
し
て
や
る

と
ね
、
お
馬
は
驚
風
に
罹
つ
た
み
た
い
に
、
天
井
ま
で
飛
び
上
つ
て
、
奔

け
出
す
の
だ
つ
て
。
そ
れ
か
ら
、
子
供
に
さ
う
す
る
と
ね
、（
中
略
）
子

供
の
小
さ
い
体
は
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
や
う
に
飛
び
込
む
の
。」

（「
灰
色
の
扉
」、
傍
線
部
引
用
者
・
以
下
同
じ
）
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「
自
分
の
生
ん
だ
子
供
が
、
自
分
の
眼
の
前
で
、
お
馬
よ
り
も
、
ひ
ど
く

さ
れ
て
ゐ
る
の
を
（
お
馬
は
血
は
吐
か
な
い
か
ら
ね
。）
唯
、
歯
を
喰
ひ

し
ば
つ
て
見
て
ゐ
な
く
て
は
な
ら
な
い
母
親
は
恥
辱
だ
よ
。（
中
略
）
ち

よ
つ
と
で
も
母
さ
ん
が
、
子
供
を
た
す
け
よ
う
と
な
さ
る
と
、
母
さ
ん
の

愛
が
、
子
供
に
ば
か
し
現
は
れ
る
の
を
見
て
、
父
様
は
、
子
供
を
殺
す
ほ

ど
、
百
倍
ひ
ど
く
な
さ
る
ん
だ
つ
て
云
ふ
ぢ
や
な
い
か
。
だ
か
ら
私
達
の

時
に
は
、
も
う
ね
、
母
さ
ん
は
黙
つ
て
黙
つ
て
、
子
供
が
ど
ん
な
目
に
会

ふ
ん
だ
か
、
よ
く
よ
く
見
て
ゐ
ら
し
た
の
よ
。
そ
れ
つ
き
り
、
母
さ
ん
の
、

あ
の
美
し
い
大
き
い
眼
は
決
し
て
笑
つ
た
こ
と
が
な
か
つ
た
つ
て
い
ふ
の
。

（
後
略
）」�

（
同
右
）

「（
前
略
）
阿
字
子
の
や
う
に
、
お
馬
の
鞭
で
引
つ
叩
た
か
れ
た
り
、
沓
脱

石
の
上
に
、
仰
向
け
に
、
蹴
つ
と
ば
さ
れ
た
り
、
拍
車
の
つ
い
た
長
靴
で
、

気
絶
す
る
ほ
ど
胸
を
踏
み
つ
け
ら
れ
た
り
、
後
手
に
縛
つ
て
お
い
て
、
も

う
ど
う
し
て
も
、
抵
抗
す
る
こ
と
も
、
逃
げ
る
こ
と
も
出
来
な
い
や
う
に

し
て
お
い
て
、
お
蔵
の
後
の
、
天
水
桶
に
、
倒
に
し
て
浸
け
た
り
、
上
げ

た
り
、（
中
略
）
あ
ゝ
私
は
、
あ
の
時
の
こ
と
を
思
ひ
出
す
と
、
息
が
止

ま
り
さ
う
で
も
う
我
慢
が
な
ら
な
い
。」�

（『
山
梔
』）

　

父
が
、
子
供
を
折
檻
す
る
の
は
、
自
分
が
打
た
れ
る
よ
り
も
も
つ
と
我

慢
が
な
ら
な
い
と
母
は
云
つ
た
。

　
（
中
略
）

　

以
後
は
、
折
檻
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
自
分
で
す
る
、
決
し
て
父

の
手
を
煩
は
し
た
く
な
い
と
母
が
云
つ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
声
が
ど
ん
な

に
傷
ま
し
か
つ
た
か
。�

（
同
右
）

軍
人
の
父
が
、
躾
と
称
し
て
度
々
子
供
た
ち
に
加
え
る
過
度
な
暴
力
の
実
態
を
、

両
作
品
と
も
に
馬
へ
の
調
教
と
も
通
じ
る
非
人
間
的
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
父
に
当
初
は
反
発
し
、
止
め
に
入
っ
て
い
た
母
も
、
自
分

が
介
在
す
る
こ
と
で
さ
ら
に
子
供
へ
の
虐
待
が
増
し
て
い
く
事
実
を
ま
え
に
、

口
を
閉
ざ
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
く
状
況
が
、
母
に
寄
り
添
う
語
り
で
提

示
さ
れ
て
い
く
。
結
婚
し
て
妻
と
な
り
、
母
と
な
っ
た
者
が
、
夫
に
よ
っ
て
加

え
ら
れ
る
「
恥
辱
」
と
、
夫
か
ら
子
に
対
す
る
故
な
き
暴
力
を
止
め
に
入
る
こ

と
の
で
き
な
い
力
の
な
い
母
が
、
子
か
ら
向
け
ら
れ
る
容
赦
な
い
眼
差
し
。
そ

の
双
方
を
引
き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
女
の
運
命
」
の
不
条
理
を
、
阿
字

子
や
ヌ
マ
は
感
じ
取
っ
て
い
る
。

ま
た
、
彼
女
た
ち
主
人
公
の
眼
は
、
結
婚
に
よ
っ
て
性
質
を
捩
じ
曲
げ
ら
れ
、

醜
悪
に
な
っ
て
い
く
女
の
姿
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
両
作
品
と
も
兄
嫁
の
名

は
、「
京
子
」。
彼
女
は
徹
底
的
に
主
人
公
の
少
女
を
理
解
し
な
い
、
冷
酷
な
女

性
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。「
灰
色
の
扉
」
で
は
、「
私
」
す
な
わ
ち
ヌ
マ
に

結
婚
を
勧
め
る
た
め
、
兄
ら
と
と
も
に
彼
女
の
も
と
を
訪
れ
る
京
子
だ
が
、
一

言
た
り
と
も
言
葉
を
発
せ
ず
、
ヌ
マ
と
の
あ
い
だ
に
交
流
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。

ヌ
マ
に
よ
っ
て
、
京
子
は
兄
と
同
様
、
家
長
の
権
限
を
も
っ
て
自
分
を
制
度
内

に
囲
い
込
も
う
と
す
る
敵
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
他
方
の
『
山
梔
』
で
は
、

結
婚
前
に
は
素
直
な
少
女
で
あ
っ
た
京
子
が
、
曲
折
を
経
て
兄
と
夫
婦
に
な
っ

て
か
ら
は
、
一
転
し
て
家
族
全
員
の
心
に
影
を
も
た
ら
す
性
悪
な
女
に
な
っ
て

い
く
様
子
を
事
細
か
に
辿
っ
て
い
る
。
主
人
公
の
自
由
な
言
動
を
度
々
嘲
り
、

嫌
悪
す
る
彼
女
は
、
ヌ
マ
に
と
っ
て
の
抑
圧
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
恋
愛
や
結

婚
の
犠
牲
者
と
し
て
の
色
彩
を
帯
び
て
描
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

二
つ
の
作
品
に
は
、
他
に
も
例
え
ば
、
兄
が
士
官
候
補
生
で
あ
る
こ
と
や
多

く
の
兄
弟
が
い
る
こ
と
、
妹
と
の
仲
の
良
さ
、
さ
ら
に
は
後
述
す
る
よ
う
な
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〈
夕
暮
れ
〉
と
〈
月
夜
〉
の
場
面
な
ど
、
複
数
の
共
通
要
素
が
認
め
ら
れ
る
が
、

主
人
公
の
人
物
像
と
し
て
看
過
で
き
な
い
の
は
、
彼
女
た
ち
が
、
と
も
に
母
を

反
面
教
師
と
し
、
女
と
し
て
周
囲
か
ら
望
ま
れ
る
よ
う
な
生
き
方
を
激
し
く
嫌

悪
す
る
よ
う
に
な
る
点
で
あ
ろ
う
。

「（
前
略
）
何
て
い
ふ
恥
辱
だ
ろ
、
何
て
い
ふ
恥
辱
だ
ろ
、
私
は
母
様
の
お

柩
に
誓
つ
て
、
私
も
ま
た
、
い
つ
か
は
子
を
生
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女

の
運
命
と
心
を
、
今
、
こ
の
中
に
封
じ
込
む
。
今
日
以
後
、
私
は
決
し
て

女
で
は
な
い
こ
と
よ
。」�

（「
灰
色
の
扉
」）

「（
前
略
）
私
は
こ
の
心
を
私
た
ち
の
母
さ
ん
か
ら
習
ひ
ま
し
た
。（
中
略
）

私
は
、
何
故
か
、
そ
れ
は
苦
悩
と
悔
恨
の
堆
積
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
と

い
ふ
こ
と
を
習
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
ま
し
た
。」�

（
同
右
）

「
あ
な
た
も
、
そ
れ
を
云
ふ
ん
で
す
ね
。
何
故
、
結
婚
な
ん
て
云
ふ
ん
で

せ
う
。
何
故
、
何
所
に
も
嫁
つ
ち
や
い
け
な
い
つ
て
云
は
な
い
の
で
す
か
。

　
（
中
略
）

　

私
は
こ
ゝ
に
止
ま
つ
て
ゐ
た
い
。
大
人
に
な
つ
て
、
お
魚
の
や
う
に
、

鈍
感
に
な
る
の
が
恐
ろ
し
い
ん
で
す
も
の
。
将
来
に
、
望
み
を
か
け
る
ほ

ど
、
そ
れ
ほ
ど
の
無
感
覚
さ
が
恐
ろ
し
い
の
で
す
。
逃
げ
て
行
つ
た
あ
の

太
陽
を
、
私
は
欲
し
が
つ
て
ゐ
る
ん
で
す
。」�

（『
山
梔
』）

母
が
身
を
も
っ
て
娘
に
示
し
た
女
の
不
幸
を
見
つ
づ
け
た
彼
女
た
ち
は
、
こ
れ

が
母
個
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、「
母
様
は
、
そ
の
心
を
お
祖
母
様
か
ら

習
」
っ
た
の
で
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
代
々
引
き
継
が
れ
て
い
く
女
固

有
の
悲
し
み
や
苦
し
み
を
、
長
年
に
わ
た
り
身
近
に
凝
視
し
、
そ
こ
か
ら
逃
れ

て
い
こ
う
と
身
を
捩
る
少
女
た
ち
が
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
描
か
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

女
ゆ
え
の
悲
惨
さ
や
醜
悪
さ
を
見
、
そ
の
元
凶
と
し
て
の
恋
愛
や
結
婚
を
避

け
て
い
く
少
女
、
あ
る
い
は
女
の
抵
抗
が
、
両
作
品
に
通
じ
る
大
き
な
テ
ー
マ

と
い
え
よ
う
。
野
溝
は
、『
山
梔
』
で
は
、
少
女
・
阿
字
子
の
家
族
内
に
お
け

る
違
和
を
中
心
と
し
て
彼
女
の
成
長
を
辿
り
、「
灰
色
の
扉
」
に
お
い
て
は
、

阿
字
子
の
そ
の
後
と
も
い
う
べ
き
設
定
の
な
か
で
、
女
の
名
を
「
ヌ
マ
」
と
変

え
、
成
長
し
た
彼
女
の
抱
え
持
つ
内
面
の
問
題
と
し
て
、
こ
の
テ
ー
マ
を
さ
ら

に
掘
り
下
げ
た
の
で
あ
る
。

二　

分
身
の
出
現

―
拮
抗
す
る
二
つ
の
「
心
」

「
分
身
小
説
は
閉
塞
空
間
の
文
学
で
あ
り
、
そ
の
閉
塞
が
分
身
を
呼
び
出
す⑺
」

の
だ
と
い
う
が
、「
灰
色
の
扉
」
で
は
、「
私
」
す
な
わ
ち
ヌ
マ
の
経
験
す
る

「
心
」
の
危
機
が
、
自
己
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
目
撃
す
る
と
い
う
特
殊
な

体
験
を
通
じ
て
強
調
さ
れ
て
い
く
。
従
来
、
自
己
の
分
身
と
遭
遇
し
た
者
は
、

死
が
近
い
と
い
う
俗
説
の
通
り
、
ヌ
マ
は
相
反
す
る
二
つ
の
自
己
の
は
ざ
ま
で

葛
藤
し
、
危
機
的
状
況
に
陥
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

彼
女
の
危
機
は
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
父
に
よ
る
暴
力
の
記
憶
と
深
く
関
わ

り
、
か
つ
母
の
死
に
よ
り
強
く
促
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
跡
づ

け
、
ヌ
マ
に
お
け
る
二
つ
の
「
心
」
の
内
実
を
確
認
し
た
い
。
初
め
て
ヌ
マ
が

「
も
う
一
人
の
自
分
」
の
顔
を
見
た
の
は
、
妹
の
ク
ノ
を
最
後
に
尋
ね
た
日
の

こ
と
で
あ
る
。「
道
端
に
閉
ま
つ
て
ゐ
た
灰
色
の
扉
の
中
」
か
ら
突
如
と
し
て

現
れ
出
た
青
白
い
顔
の
少
女
を
、
十
三
歳
の
自
分
で
あ
る
と
感
じ
た
「
私
」
は
、

父
親
か
ら
暴
力
を
受
け
て
い
た
当
時
を
克
明
に
思
い
出
し
、
そ
の
記
憶
が
す
べ
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て
の
元
凶
で
あ
る
と
実
感
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
に
も
自
分
の
分
身
と

思
し
き
人
物
を
幾
度
と
な
く
見
か
け
た
こ
と
の
あ
る
「
私
」
で
は
あ
っ
た
。
し

か
し
、
ま
だ
そ
れ
は
「
ど
う
も
は
つ
き
り
と
は
云
は
れ
な
い
」
程
度
の
も
の
で

あ
り
、
近
く
で
顔
を
見
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
時
点
で
は
、
前
章

で
見
た
よ
う
な
女
の
生
き
方
に
抗
う
ヌ
マ
の
生
き
難
さ
が
、
い
ま
だ
現
実
味
を

帯
び
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
を
死
へ
と
誘
う
分
身
は
、
さ
ほ
ど
力
を

持
っ
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

彼
女
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
体
験
が
い
っ
そ
う
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
の
は
、

母
の
葬
儀
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
母
の
亡
骸
を
ま
え
に
、
感
情
を
爆
発
さ
せ
た

「
私
」
は
、
母
親
が
い
か
に
父
親
か
ら
「
恥
辱
」
を
受
け
て
き
た
か
を
ク
ノ
に

蕩
々
と
語
り
聞
か
せ
た
。
父
親
の
拍
車
の
つ
い
た
長
靴
で
胸
を
蹴
ら
れ
、
鞣
し

革
の
鞭
で
馬
の
よ
う
に
打
た
れ
た
子
供
の
頃
の
自
分
た
ち
。
そ
の
よ
う
な
夫
の

横
暴
を
止
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
暴
力
に
お
び
え
る
子
供
た
ち
の
姿
を
不
本
意

に
も
見
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
母
親
の
「
恥
辱
」。
今
後
、
母
の
哀
れ

な
一
生
を
反
面
教
師
と
し
、
女
の
運
命
に
逆
ら
っ
て
生
き
る
こ
と
を
断
言
し
た

「
私
」
は
、
そ
の
夜
、
兄
弟
た
ち
が
「
生
涯
、
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

「
あ
の
事
」
を
引
き
起
こ
す
。「
あ
の
事
」
に
よ
り
、
ク
ノ
を
泣
か
せ
、
家
を
追

わ
れ
る
よ
う
に
飛
び
出
し
た
「
私
」
は
、
こ
の
一
年
ほ
ど
の
間
に
、
自
分
の
ド
ッ

ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
し
ば
し
ば
鮮
明
に
見
、
そ
し
て
感
じ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
の

で
あ
っ
た
。

母
の
死
は
、
心
通
わ
ぬ
夫
に
痛
め
つ
け
ら
れ
、「
千
た
び
も
子
供
の
こ
と
で

泣
」
い
た
女
の
不
幸
な
生
涯
を
、
よ
り
現
実
的
な
レ
ベ
ル
で
ヌ
マ
に
叩
き
込
む
。

ま
た
、
こ
の
女
ゆ
え
の
悲
し
さ
や
苦
難
が
、
祖
母
か
ら
母
へ
、
母
か
ら
自
分
へ

と
引
き
継
が
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
ヌ
マ
は
、
次
の
犠
牲
者

が
確
実
に
自
身
で
あ
る
こ
と
を
実
感
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
彼
女
が
、
幼
時

よ
り
漠
然
と
抱
え
持
っ
て
き
た
性
の
越
境
願
望
を
言
葉
と
し
て
発
す
る
の
は
、

こ
の
と
き
で
あ
る
。「
私
は
母
様
の
お
柩
に
誓
つ
て
、
私
も
ま
た
、
い
つ
か
は

子
を
生
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
女
の
運
命
と
心
を
、
今
、
こ
の
中
に
封
じ
込
む
。

今
日
以
後
、
私
は
決
し
て
女
で
は
な
い
こ
と
よ
」。
こ
れ
ま
で
密
か
に
自
己
の

う
ち
に
秘
め
て
き
た
「
女
の
運
命
と
心
」
へ
の
違
和
感
を
、
初
め
て
公
然
と
訴

え
、
女
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
ヌ
マ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ヌ
マ
の
声
は
、

理
解
者
で
あ
っ
た
妹
・
ク
ノ
に
さ
え
届
か
ず
、
彼
女
か
ら
「
可
哀
さ
う
な
気
ち

が
ひ
」
と
哀
れ
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

女
と
生
ま
れ
な
が
ら
も
、
女
を
否
定
し
て
生
き
る
こ
と
の
困
難
は
、
こ
の
直

後
に
起
こ
っ
た
「
あ
の
事
」
に
よ
っ
て
も
如
実
に
物
語
ら
れ
て
い
よ
う
。「
あ

の
事
」
の
内
実
は
作
品
中
に
明
言
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
指
頭
か
ら
、
ぼ
た
ぼ

た
と
血
の
垂
れ
て
ゐ
た
大
き
い
兄
さ
ん
の
手
」、
あ
る
い
は
「
兄
さ
ん
の
奥
さ

ん
の
蝋
色
を
し
た
顔
」、「
皆
が
、
あ
の
出
来
事
に
動
顚
し
て
し
ま
つ
」
た
、
な

ど
の
記
述
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
刃
傷
沙
汰
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

そ
れ
は
ヌ
マ
が
自
分
自
身
に
向
け
た
刃
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
野
溝
の
他
作
品
を

併
せ
読
む
こ
と
で
明
白
と
な
る
。
一
連
の
事
件
は
、
ヌ
マ
に
よ
る
自
己
の
内
な

る
女
殺
し
と
も
い
う
べ
き
通
過
儀
礼
の
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。

兄
弟
た
ち
に
取
り
押
さ
え
ら
れ
て
辛
く
も
命
を
つ
な
ぎ
、
ク
ノ
一
人
に
見
送

ら
れ
て
実
家
を
「
放
逐
」
さ
れ
る
ヌ
マ
の
叫
び
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

「（
前
略
）
私
は
人
間
の
生
活
を
見
る
の
は
、
も
う
、
厭
な
の
よ
。
人
間
の

生
活
を
見
る
の
は
、
ど
う
し
て
も
、
私
は
厭
な
ん
だ
か
ら
ね
。」

不
条
理
な
「
女
の
運
命
と
心
」
に
刃
向
い
、
も
は
や
「
人
間
の
生
活
」
か
ら
さ

え
抜
け
出
た
異
類
と
し
て
の
ヌ
マ
が
、
一
人
で
郊
外
に
住
む
の
は
自
然
な
成
り
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行
き
で
あ
ろ
う
。
女
か
ら
の
越
境
が
、
人
間
と
し
て
の
逸
脱
に
直
結
す
る
展
開

は
、
ヌ
マ
の
行
く
手
の
厳
し
さ
を
示
し
て
余
り
あ
る
。
ヌ
マ
の
精
神
的
な
危
機

の
原
型
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
よ
り
醸
成
さ
れ
た
も
の
と
、
ひ
と
ま
ず
い
え

る
だ
ろ
う
。

で
は
、
ヌ
マ
に
お
け
る
い
ま
一
人
の
自
己
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
か
。
そ
れ
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
の
は
、
以
下
の
一
節
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ク
ノ
よ
。
私
が
た
う
と
う
是
非
と
も
お
前
に
云
は
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
つ
た
こ
と
は
、
お
前
も
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
大
き
い
兄
さ
ん
の

お
友
達
で
あ
る
あ
の
人
が
、
突
然
、
大
き
い
兄
さ
ん
と
、
兄
さ
ん
の
奥
さ

ん
と
一
緒
に
、
私
の
と
こ
ろ
を
訪
ね
て
来
た
こ
と
だ
。

自
身
の
危
機
的
状
況
を
さ
ま
ざ
ま
に
振
り
返
っ
て
き
た
ヌ
マ
は
、
こ
こ
に
至
り
、

「
私
が
た
う
と
う
是
非
と
も
お
前
に
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
た
こ
と
」

と
し
て
、
意
味
深
長
に
「
あ
の
人
」
と
の
七
年
ぶ
り
の
再
会
を
語
り
出
す
。
彼

女
の
口
ぶ
り
は
、
ま
る
で
こ
れ
ま
で
語
っ
て
き
た
こ
と
の
全
て
が
、「
あ
の
人
」

と
の
馴
れ
初
め
や
今
回
の
別
れ
、
そ
し
て
私
の
未
練
を
吐
き
出
す
た
め
の
単
な

る
手
続
き
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
さ
え
受
け
る
ほ
ど
で
あ
る
。
結
論
を
先

走
れ
ば
、
彼
へ
の
「
心
」
の
傾
斜
、
そ
の
強
い
執
着
こ
そ
、
ヌ
マ
の
ド
ッ
ペ
ル

ゲ
ン
ガ
ー
体
験
を
決
定
的
に
し
た
要
因
な
の
で
あ
る
。

兄
の
友
人
で
あ
る
「
あ
の
人
」
が
、
お
そ
ら
く
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
こ
と
は
、

ヌ
マ
と
の
会
話
に
お
い
て
彼
が
、
兄
の
介
助
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
や
、「
あ

の
人
が
、
あ
れ
か
ら
間
も
な
く
あ
の
人
の
故
国
に
帰
つ
て
行
つ
た
と
い
ふ
こ
と

は
知
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
一
節
に
加
え
、「
最
も
仏
蘭
西
語
の
達
者
」
で
あ
る

兄
嫁
に
聞
か
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
か
つ
て
ヌ
マ
に
教
授
し
た
ド
イ
ツ
語
で
話
し

て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
う
か
が
え
る
。「
あ
の
人
」
と
は
、
七
年
前
に
別
れ
て

以
来
の
再
会
で
あ
っ
た
が
、
昔
と
同
様
、
ヌ
マ
へ
の
愛
を
囁
き
、
彼
女
の
気
持

ち
を
確
か
め
よ
う
と
矢
継
ぎ
早
に
質
問
を
繰
り
返
す
彼
に
対
し
、
ヌ
マ
は
頑
な

な
ま
で
に
拒
絶
の
姿
勢
を
貫
く
。
ヌ
マ
を
占
め
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
男

性
へ
の
嫌
悪
、
ひ
い
て
は
人
間
へ
の
恐
怖
な
の
で
あ
り
、
そ
の
根
本
に
は
、
や

は
り
見
て
き
た
よ
う
な
母
の
人
生
へ
の
哀
借
の
根
深
く
あ
る
こ
と
が
縷
々
述
べ

ら
れ
て
い
く
。

　

母
の
「
苦
悩
と
悔
恨
の
堆
積
」
か
ら
「
こ
の
心
」
を
学
ん
だ
と
い
う
ヌ
マ
は
、

こ
れ
を
「
母
さ
ま
だ
け
の
不
幸
で
は
」
な
く
、「
母
さ
ま
は
、
そ
の
心
を
お
祖

母
様
か
ら
習
」
っ
た
の
で
あ
り
、「
こ
れ
は
人
間
に
生
ま
れ
た
も
の
の
、
皆
の

不
幸
で
す
」
と
一
般
化
す
る
。
ヌ
マ
が
「
あ
の
人
」
の
語
り
か
け
に
背
を
そ
む

け
る
度
に
、
目
前
に
あ
る
の
が
「
私
達
の
母
様
の
肖
像
」
で
あ
る
こ
と
は
看
過

で
き
な
い
。「
誰
が
、
私
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
せ
う
。
誰
を
、
私
が

愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
」
と
徹
底
し
て
彼
を
斥
け
、
家
の
「
扉
」
を

閉
め
た
ヌ
マ
は
、
以
下
の
よ
う
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
の
だ
と
い
う
。

　

ク
ノ
よ
。
だ
が
、
ほ
ん
た
う
に
あ
の
人
は
帰
つ
て
行
つ
た
の
だ
ら
う
か
。

さ
き
に
、
私
が
是
非
、
お
前
に
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
つ
た
の
は
、

こ
の
こ
と
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
あ
の
人
は
、
初
め
か
ら
、
私
の
所
に
少
し

も
来
は
し
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ら
う
か
。
も
つ
と
云
へ
ば
、
今
日
、

私
の
と
こ
ろ
に
来
た
あ
の
人
は
、
決
し
て
帰
り
も
し
な
け
れ
ば
、
来
も
し

な
か
つ
た
の
だ
。
あ
の
人
は
、
む
か
し
、
お
父
様
の
庭
園
で
、
私
の
と
こ

ろ
に
来
た
時
以
来
、
七
年
前
か
ら
、
決
し
て
帰
つ
て
行
く
こ
と
な
し
に
、

常
に
、
私
の
中
に
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
の
だ
ら
う
か
。



― ―127

少
女
の
こ
ろ
よ
り
表
層
の
意
識
で
は
恋
愛
感
情
、
結
婚
願
望
を
固
く
拒
ん
で
き

た
は
ず
の
ヌ
マ
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
、
彼
女
の
「
心
」
の
奥
底
に
は
、「
あ

の
人
」
へ
の
抜
き
が
た
い
想
い
が
根
強
く
巣
食
っ
て
い
た
。
こ
の
深
層
に
秘
め

た
い
ま
一
つ
の
自
己
こ
そ
が
、
こ
れ
ま
で
自
分
を
脅
か
し
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
を
生
じ
さ
せ
る
元
凶
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
ヌ
マ
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

彼
女
は
、「
私
が
ど
う
に
か
私
の
意
志
ど
ほ
り
曲
げ
得
た
と
思
つ
た
運
命
が
、

や
つ
ぱ
り
、
運
命
自
身
の
仕
事
だ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
」
を
痛
感
す
る
。
恋
を
厭

い
、
妻
や
母
と
な
る
生
き
方
を
極
度
に
避
け
る
表
層
の
意
識
と
、
そ
れ
に
反
し
、

男
性
を
恋
い
慕
う
深
層
意
識
と
の
鋭
い
拮
抗
が
、
ヌ
マ
の
「
心
」
の
分
裂
を
生

み
、
深
刻
な
分
身
現
象
と
な
っ
て
彼
女
を
苛
ん
だ
の
で
あ
る
。

三　
〈
夕
暮
れ
〉
と
〈
月
夜
〉
の
世
界

こ
の
よ
う
に
暴
力
が
長
く
一
人
の
女
性
を
責
め
苛
む
様
子
は
、〈
夕
暮
れ
〉

と
〈
月
夜
〉
と
い
う
二
つ
の
時
空
に
お
い
て
、
象
徴
的
か
つ
幻
想
的
に
辿
ら
れ

て
い
く
。
そ
も
そ
も
、
ヌ
マ
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
譚
が
、「
灰
色
の
扉
」
と

題
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
女
が
「
私
が
私
自
身
の
顔
を
見
た
こ
と
の
最
初
」
と

位
置
づ
け
る
以
下
の
象
徴
的
な
場
面
に
拠
る
も
の
だ
。

　

ク
ノ
よ
。
お
前
は
思
ひ
出
さ
な
い
だ
ら
う
か
。（
中
略
）
私
が
そ
の
日
、

お
前
の
家
に
来
る
途
中
で
、
道
端
に
閉
ま
つ
て
ゐ
た
灰
色
の
扉
の
中
か
ら
、

蒼
ざ
め
た
顔
が
、
ぴ
よ
こ
り
と
往
来
を
覗
き
出
た
の
を
、
私
が
見
た
と
い

ふ
こ
と
を
話
し
た
の
を
。（
中
略
）
私
が
見
た
と
い
ふ
の
は
、
な
つ
か
し

い
少
女
の
時
の
、
私
自
身
の
顔
で
あ
っ
た
の
に
ち
が
ひ
な
い
の
だ
。

ヌ
マ
は
、〈
夕
暮
れ
〉
時
に
、「
灰
色
の
扉
」
の
中
か
ら
顔
を
出
し
た
少
女
時

代
の
自
分
と
対
面
し
た
と
い
う
。
父
か
ら
謂
わ
れ
の
な
い
暴
力
を
受
け
続
け
て

い
た
当
時
の
彼
女
は
、「
灰
の
や
う
に
蒼
ざ
め
て
無
辜
の
眼
眸
を
大
き
く
見
張

つ
た
、
十
三
歳
の
女
の
子
の
顔
」
と
し
て
現
れ
出
る
。
思
い
出
す
だ
け
で
も
「
気

が
狂
ふ
」
ほ
ど
辛
い
当
時
の
記
憶
が
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
と
い
う
「
不
吉
な

出
来
事
の
最
も
発
端
」
で
あ
っ
た
と
彼
女
は
振
り
返
り
、
意
味
づ
け
る
。
表
題

に
あ
る
「
灰
色
」
と
は
、
こ
の
と
き
の
空
の
「
鈍
色
」
と
関
わ
る
も
の
だ
。「
灰

色
」
と
は
、
昼
か
ら
次
第
に
夜
へ
、
す
な
わ
ち
明
か
ら
暗
へ
、
そ
し
て
表
か
ら

裏
へ
と
移
り
変
わ
る
最
中
の
空
の
色
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
、
虐
待
に

脅
え
る
幼
い
自
分
の
顔
色
に
も
由
来
す
る
色
だ
ろ
う
。

柳
田
国
男
は
、〈
夕
暮
れ
〉
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
独
特
な
感
情
を
「
一
種
の

伝
統
的
不
安
」
と
記
し
て
い
る⑻
。
野
溝
自
身
も
後
述
す
る
複
数
の
作
品
に
お
い

て
、
こ
の
時
刻
が
「
逢
ふ
魔
が
時
」
と
い
い
、
昼
夜
の
中
間
に
あ
っ
て
き
わ
め

て
不
安
な
、
魔
の
跋
扈
す
る
時
間
帯
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
場
面
設
定
は
、
ヌ
マ
の
異
常
体
験
と
不
穏
な
心
理
状
態
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
べ
く
、
選
択
さ
れ
た
巧
み
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
『
山

梔
』
は
、「
夕
暮
れ
が
だ
ん
だ
ん
迫
つ
て
来
た
」
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
象
徴

的
な
一
文
か
ら
は
じ
ま
る
小
説
で
あ
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
彼
女

の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
体
験
は
、
か
な
ら
ず
し
も
〈
夕
暮
れ
〉
に
起
き
る
わ
け

で
は
な
く
、
ま
た
、「
扉
」
の
開
閉
、
す
な
わ
ち
記
憶
の
往
還
が
伴
わ
な
い
例

も
あ
る
。
し
か
し
、
ヌ
マ
本
人
が
、
こ
れ
を
自
身
の
異
常
心
理
と
結
び
付
け
て

考
え
て
い
る
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

ヌ
マ
に
と
っ
て
、
少
女
時
代
は
、
恋
愛
や
結
婚
と
は
無
縁
の
楽
園
で
あ
る
反

面
、
父
か
ら
の
暴
力
に
脅
か
さ
れ
つ
づ
け
た
、
い
わ
ば
地
獄
で
も
あ
る
両
義
的

な
過
去
だ
が
、
こ
の
冒
頭
部
で
語
ら
れ
る
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
体
験
は
、
よ
り

後
者
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
ヌ
マ
の
現
状
を
強
調
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
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一
方
、
作
品
中
で
〈
夕
暮
れ
〉
と
「
扉
」
の
共
起
す
る
い
ま
一
つ
の
例
が
、

逆
に
、
少
女
時
代
に
心
惹
か
れ
て
い
く
ヌ
マ
の
心
情
を
滲
ま
せ
る
展
開
と
な
っ

て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　

以
前
、
私
達
が
別
れ
た
時
に
は
、
あ
の
人
は
、
私
の
頭
の
一
呎
フ
ィ
ー
ト

半
も

上
か
ら
、
優
し
く
、
さ
よ
な
ら
を
浴
び
せ
か
け
た
の
だ
。
私
達
は
扉
の
と

こ
ろ
ま
で
行
つ
て
、
も
う
一
度
さ
よ
な
ら
を
し
た
。
扉
の
外
に
は
黄
金
色

の
夕
暮
が
あ
つ
た
。（
後
略
）

私
は
扉
を
開
い
た
、
そ
し
て
私
は
私
達
が
、
七
年
前
に
さ
よ
な
ら
を
し
た

時
と
、
ま
つ
た
く
少
し
も
変
ら
な
い
同
じ
黄
金
色
の
黄
昏
を
、
扉
の
外
に

見
た
。
私
は
こ
の
夕
暮
れ
の
中
に
、
あ
の
贈
り
物
を
、
遠
く
投
げ
捨
て
た
。

「
さ
よ
な
ら
。」

と
、
私
は
云
つ
た
。

こ
れ
は
、
郊
外
の
ヌ
マ
宅
を
兄
夫
婦
と
「
あ
の
人
」
が
訪
問
し
た
と
さ
れ
る
場

面
で
あ
る
が
、
ヌ
マ
に
は
「
あ
の
人
は
、
初
め
か
ら
、
私
の
所
に
少
し
も
来
は

し
な
か
つ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ら
う
か
」
と
も
認
識
さ
れ
る
、
き
わ
め
て
幻
想

的
な
一
節
で
あ
る
。「
分
身
」
の
語
こ
そ
用
い
ら
れ
な
い
も
の
の
、
ヌ
マ
は
彼

の
分
身
を
見
た
と
思
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

七
年
前
、
ま
だ
少
女
で
あ
っ
た
ヌ
マ
と
「
あ
の
人
」
と
が
別
れ
た
日
の
〈
夕

暮
れ
〉
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
「
鈍
色
」
で
は
な
く
、
輝
く
「
黄
金
色
」
で
あ
っ

た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
彼
女
に
は
当
時
の
場
面
が
、「
あ
の
人
」
と
の
美
し

い
思
い
出
の
象
徴
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
か
つ
て
見
た
こ
の

「
黄
金
色
の
夕
暮
」
に
は
、
現
在
の
私
を
し
て
記
憶
の
「
扉
」、
あ
る
い
は
「
心
」

の
「
扉
」
を
開
け
さ
せ
る
に
足
る
力
が
あ
っ
た
。

し
か
し
、
七
年
後
の
今
、
女
と
し
て
の
生
き
方
を
否
定
し
つ
つ
も
、
一
方
で

は
彼
へ
と
強
く
惹
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
ヌ
マ
に
は
、
少
女
で
あ
っ
た
過
去
は

単
に
憧
憬
の
と
き
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、
現
在
の
苦
悩
に
も
つ
な
が
る

両
義
的
な
時
空
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
ま
つ
た
く
少
し
も

変
ら
な
い
同
じ
黄
金
色
の
黄
昏
を
、
扉
の
外
に
見
」
な
が
ら
も
、
彼
女
は
一
歩

を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
過
去
に
別
れ
を
告
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
女
の
「
心
」
は
、
現
在
に
も
安
住
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

あ
の
日
、「
あ
の
人
」
を
に
べ
も
な
く
拒
否
し
、
帰
し
て
し
ま
っ
た
彼
女
は
、

そ
の
後
、「
あ
の
人
」
か
「
私
」
の
ど
ち
ら
か
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
得
体
の
知
れ
な
い
不
安
に
襲
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
自
己
の
分
身
を

見
た
者
は
、
ほ
ど
な
く
死
を
迎
え
る
と
い
う
俗
説
と
ま
さ
に
見
合
う
よ
う
な
末

尾
を
も
っ
て
、
彼
女
の
「
灰
色
の
扉
」
は
永
久
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を

伝
え
る
ヌ
マ
の
語
り
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
て
〈
夕
暮
れ
〉
の
な
か
で
描
か
れ
る
ヌ
マ
の
閉
塞
状
況
は
、〈
月
夜
〉

の
時
空
で
ひ
と
と
き
解
放
さ
れ
る
。

そ
れ
は
確
か
に
お
前
が
、
か
つ
て
見
た
、
月
の
蒼
い
夜
、
樹
の
下
の
小
流

れ
の
沐
浴
か
ら
這
ひ
上
が
つ
た
私
の
姿
で
あ
る
。
私
は
、
身
を
傾
け
て
濡

れ
髪
を
絞
つ
て
ゐ
た
。（
中
略
）
お
前
は
そ
の
時
、
私
の
沐
浴
の
姿
を
見

つ
け
る
と
、
叫
び
声
を
上
げ
て
逃
げ
て
行
つ
て
し
ま
つ
た
で
は
な
か
つ
た

か
。

月
の
下
で
、
ヌ
マ
は
あ
ら
ゆ
る
柵
か
ら
逃
れ
て
全
裸
と
な
り
「
沐
浴
」
す
る
が
、

そ
の
姿
を
見
た
ク
ノ
が
、
姉
の
狂
気
を
疑
い
、
驚
き
の
あ
ま
り
に
「
叫
び
声
を
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上
げ
て
逃
げ
て
行
つ
て
し
ま
」
う
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ヌ
マ
が
人
目
に

と
ら
わ
れ
ず
に
行
動
で
き
る
の
は
、〈
夕
暮
れ
〉
を
過
ぎ
た
夜
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、「
人
間
の
生
活
」
を
拒
否
す
る
彼
女
の
生
き
る
世
界
が
夜
で
あ
る
こ
と

が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
最
大
の
理
解
者
で
あ
る
妹
を
も
つ
て
し
て

も
、
全
て
を
脱
ぎ
去
っ
た
彼
女
の
姿
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

を
突
き
つ
け
る
箇
所
で
あ
ろ
う
。

〈
月
光
〉
が
、〈
夕
暮
れ
〉
と
と
も
に
、
野
溝
作
品
に
広
く
用
い
ら
れ
る
特
徴

的
な
語
で
あ
る
こ
と
は
、
後
章
に
掲
げ
た
表
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。〈
月
夜
〉

あ
る
い
は
〈
月
光
〉
は
、
人
間
を
狂
気
に
引
き
こ
む
も
の
と
さ
れ
る
一
方
、
女

性
と
の
連
関
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
野
溝
自
身
が
小
説
「
月
影
」
の
な

か
で
、「
月
光
は
人
を
狂
気
せ
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
を
、
私
は
、
ギ
リ
シ
ア
の

む
か
し
か
ら
の
伝
説
に
き
い
て
ゐ
た
」
な
ど
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

も
〈
夕
暮
れ
〉
と
同
様
、
人
の
心
を
掻
き
乱
し
、
物
狂
お
し
く
さ
せ
る
要
素
と

し
て
、
意
図
的
に
物
語
空
間
に
召
還
さ
れ
た
装
置
と
い
え
よ
う
。

従
来
、
野
溝
は
永
遠
の
少
女
と
称
さ
れ
、
彼
女
が
描
く
女
た
ち
の
特
徴
も
、

そ
の
少
女
性
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、

「
灰
色
の
扉
」
で
は
、
大
人
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
る
女
性
が
、
同
様
に
少
女
時

代
に
も
安
住
で
き
ず
、
寄
る
辺
な
い
身
で
虚
空
を
彷
徨
い
続
け
る
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。
野
溝
作
品
に
は
、
い
わ
れ
て
き
た
よ
り
も
は
る
か
に
複
雑
な
人
物
像
、

そ
の
深
い
孤
独
が
造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

四　
〈
ヌ
マ
と
ク
ノ
の
物
語
〉

次
に
、「
灰
色
の
扉
」
が
野
溝
の
作
品
中
、〈
ヌ
マ
と
ク
ノ
の
物
語
〉
と
も
い

う
べ
き
系
列
に
属
す
る
小
説
で
あ
る
点
を
押
さ
え
、
こ
れ
ら
の
作
品
群
に
お
け

る
連
関
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

〈
ヌ
マ
と
ク
ノ
の
物
語
〉
の
系
譜
に
連
な
る
作
品

登
場
人
物

作
品
名

「
灰
色
の
扉
」
と
の
共
通
点

「
ヌ
マ
」

ヌ
マ
叔
母
さ
ん

「
九
人
兄
弟
の
裾
の
方
」「
大
き

い
兄
さ
ん
に
は
一
番
可
愛
が
ら

れ
た
」「
兄
嫁
の
京
子
」「
阿
字

子
」（
→
『
山
梔
』
と
の
共
通
点
）

藤
と
霧

月
光
、
魂

「
私
」
と
「
ヌ
マ
」

月
影

月
光
、
一
人
住
ま
い
の
ヌ
マ
、

幻
影
、
異
常
な
心
、
愛
す
る
母

の
死
、
月
夜
の
沐
浴
、
狂
気
、

ヌ
マ
を
心
配
す
る
者
の
存
在

寒
い
家

愛
す
る
母
の
死
、
夕
暮
れ
、
月

夜
、
扉
、
幻
覚

「
私
」
と
「
ク
ノ
」

黄
昏
の
花

愛
す
る
母
の
死
、
父
か
ら
の
虐

待
、
郊
外
で
の
一
人
暮
ら
し
、

夕
暮
れ
、
救
い
の
存
在
と
し
て

の
ク
ノ
、
七
年
目
に
会
っ
た
人

へ
の
想
い

秋
妖

愛
す
る
母
の
死
、
軍
人
の
父
、

父
と
の
不
和
、
夕
暮
れ
、
扉
、

七
年
目
に
会
っ
た
人
へ
の
想
い

「
ヌ
マ
」
あ
る
い
は
「
ク
ノ
」

私
の
二
つ
の
童
話

母
、
夕
暮
れ
、
月
光
、
打
た
れ

る
女
性
、
愛
さ
れ
な
い
子
供
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前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
主
題
は
、
野
溝
作
品
全
体
に
通
底
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
着
目
し
た
い
の
は
、「
灰
色
の
扉
」
に
描
か
れ

る
ヌ
マ
の
「
心
」
の
葛
藤
、
そ
の
他
の
現
状
が
、
同
じ
名
の
登
場
人
物
を
配
し

た
一
連
の
小
説
群
に
よ
り
、
多
面
的
に
補
完
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
前
頁
の

表
は
、『
野
溝
七
生
子
作
品
集
』（
立
風
書
房
、
一
九
八
三
・
一
二
）
に
収
録
さ

れ
た
二
六
作
品
を
対
象
と
し
、
登
場
人
物
名
と
作
品
名
、
お
よ
び
「
灰
色
の
扉
」

と
の
共
通
要
素
を
一
覧
化
し
た
表
で
あ
る
。

七
つ
の
小
説
が
、
連
関
し
合
っ
て
ヌ
マ
及
び
ク
ノ
の
今
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

て
い
る
こ
と
は
、
登
場
人
物
名
の
一
致
に
加
え
、
酷
似
し
た
設
定
や
共
通
の
語

が
そ
れ
ぞ
れ
に
数
多
く
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
だ
。
殊
に
、「
軍
人
の
父
」

を
も
ち
、「
愛
す
る
母
の
死
」
を
経
験
し
た
女
性
が
、
父
か
ら
の
虐
待
の
記
憶

と
〈
夕
暮
れ
〉
と
を
結
び
つ
け
て
過
去
に
と
ら
わ
れ
苦
悩
す
る
点
や
、
彼
女
が

郊
外
に
一
人
暮
ら
し
を
す
る
身
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
作
品
中
に
〈
月
夜
〉
や
〈
月

光
〉
が
頻
出
し
、
そ
れ
が
彼
女
ら
の
逸
脱
行
動
と
不
可
分
な
場
面
設
定
で
あ
る

こ
と
な
ど
、「
灰
色
の
扉
」
を
も
含
む
多
く
の
作
品
に
通
ず
る
点
が
い
く
つ
も

指
摘
で
き
る
。

と
は
い
え
、「
灰
色
の
扉
」
の
よ
う
に
、
ヌ
マ
と
ク
ノ
の
名
が
と
も
に
記
さ

れ
て
い
る
も
の
は
な
く
、
全
作
品
が
、
ど
ち
ら
か
一
人
の
名
の
み
を
明
記
し
て

い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
小
説
は
、
ヌ
マ
を
中
心
化
し
た

も
の
と
、
ク
ノ
に
焦
点
化
し
た
も
の
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
（
し
か

し
、
こ
の
場
合
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
名
は
語
ら
れ
な
い
）、
野
溝
は
、

こ
の
二
つ
の
系
列
を
駆
使
し
、
全
体
と
し
て
彼
女
た
ち
の
生
を
多
面
的
に
浮
か

び
上
が
ら
せ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

試
み
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
ヌ
マ
が
単
独
で

登
場
す
る
作
品
か
ら
見
る
と
、
小
説
「
ヌ
マ
叔
母
さ
ん
」（『
白
山
春
秋
』
一
九
五

五
・
六
）
に
お
い
て
、「
九
人
兄
弟
の
裾
の
方
」
に
生
ま
れ
、「
大
き
い
兄
さ
ん

に
は
一
番
可
愛
が
ら
れ
た
」
と
い
う
「
阿
字
子
」
が
、「
兄
嫁
の
京
子
」
か
ら

疎
ま
れ
て
苛
め
ら
れ
、
家
庭
内
で
孤
立
し
て
い
く
様
子
は
、『
山
梔
』
の
世
界

を
踏
襲
し
つ
つ
、「
灰
色
の
扉
」
の
ヌ
マ
の
語
ら
れ
な
い
暗
部
を
物
語
る
も
の

だ
ろ
う
。
ま
た
、
前
出
の
「
藤
と
霧
」
で
は
、
ヌ
マ
が
死
人
の
生
き
返
り
や
人

間
か
ら
人
形
へ
の
魂
の
移
り
変
わ
り
な
ど
、
特
殊
な
事
象
を
〈
月
光
〉
色
の
溢

れ
る
夢
の
な
か
で
感
受
す
る
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
お
り
、「
灰
色
の
扉
」
に

お
け
る
〈
月
光
〉
と
幻
影
あ
る
い
は
分
身
と
の
相
関
を
考
え
る
さ
い
の
手
掛
か

り
と
な
り
得
る
内
容
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
ク
ノ
と
思
し
き
語
り
手
「
私
」
が
、
ヌ
マ
に
語
り
か
け
る
形
を
採

る
二
作
品
か
ら
は
、
妹
の
眼
に
よ
り
と
ら
え
ら
れ
た
ヌ
マ
像
が
浮
か
び
上
が
り
、

「
灰
色
の
扉
」
の
語
り
手
・
ヌ
マ
を
常
に
相
対
化
す
る
よ
う
な
展
開
と
な
っ
て

い
る
。
と
り
わ
け
、
小
説
「
月
影
」（『
近
代
風
景
』
一
九
二
七
・
九
）
の
内
容
が
、

「
灰
色
の
扉
」
に
描
か
れ
る
ヌ
マ
の
〈
月
夜
〉
に
お
け
る
幻
想
的
な
「
沐
浴
」
を
、

異
な
る
視
点
か
ら
克
明
に
描
写
し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。「
灰
色
の
扉
」
に

お
い
て
、「
月
の
蒼
い
夜
、
樹
の
下
の
小
流
れ
の
沐
浴
か
ら
這
ひ
上
が
つ
た
私

の
姿
」
を
見
た
ク
ノ
の
様
子
は
、「
叫
び
声
を
上
げ
て
逃
げ
て
行
つ
て
し
ま
つ

た
」
と
ご
く
表
層
的
に
語
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、「
月
影
」
で
は
、

ヌ
マ
の
常
軌
を
逸
し
た
姿
を
目
撃
し
た
ク
ノ
の
、
夢
現
の
心
境
と
姉
へ
の
気
遣

い
が
、
一
編
を
通
じ
、
神
秘
的
な
光
景
を
と
も
な
っ
て
き
わ
め
て
リ
ア
ル
に
描

写
さ
れ
て
い
く
。
ま
た
、「
月
影
」
に
お
い
て
は
、「
灰
色
の
扉
」
が
語
ら
な
か
っ

た
ヌ
マ
と
「
あ
の
人
」
と
の
結
末
部
に
関
し
て
も
、「
Ａ
氏
の
自
殺
」
が
「
生

き
て
行
か
う
と
す
る
ヌ
マ
の
欲
望
」
を
弱
め
た
と
明
か
さ
れ
て
お
り
、
示
唆
的

で
あ
る
。

「「
私
」
―
ヌ
マ
間
の
物
語
」
と
し
て
は
、
ほ
か
に
「
寒
い
家
」（『
近
代
風
景
』
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一
九
二
六
・
一
）
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
他
作
品
と
の
類
似
を
含
み
つ
つ
も
、
母

の
死
後
に
出
家
し
た
弟
の
存
在
な
ど
、
新
た
な
設
定
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ

が
、
た
と
え
ば
「
山
寺
暮
春
」
等
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
ヌ
マ
と
弟
と
の

一
連
の
物
語
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
総
じ
て
、「「
私
」
―
ヌ
マ
間
の

物
語
」
に
は
、
傷
つ
き
疲
弊
し
た
ヌ
マ
が
、
弟
妹
と
の
絆
の
な
か
に
自
己
を
癒

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を
取
り
上
げ
た
作
品
が
多
い
。

こ
れ
に
対
し
、「「
私
」
―
ク
ノ
間
の
物
語
」
で
は
、
父
親
と
の
関
係
及
び
、

ヌ
マ
に
お
け
る
ト
ラ
ウ
マ
の
内
実
が
、
当
事
者
の
眼
を
通
し
て
状
況
を
変
え
つ

つ
、
感
覚
的
に
追
憶
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
黄
昏
の
花
」（『
女
人
芸
術
』
一
九

二
八
・
八
）
は
、
家
族
の
も
と
を
離
れ
た
後
、
郊
外
の
一
人
住
ま
い
を
も
捨
て

て
旅
立
っ
た
「
私
」
が
、〈
夕
暮
れ
〉
や
「
花
の
香
気
」
に
ま
つ
わ
る
甘
美
と

苦
さ
の
相
半
ば
す
る
記
憶
を
語
り
つ
つ
、
尼
僧
院
に
お
け
る
少
女
虐
待
を
批
判

的
に
告
発
す
る
話
で
あ
る
。
母
の
死
や
、
父
か
ら
の
虐
待
な
ど
、
野
溝
作
品
の

定
番
が
揃
う
な
か
、
父
の
手
で
「
家
畜
を
叩
く
」
よ
う
に
鞭
打
た
れ
た
少
女
の

交
錯
し
た
想
い
が
吐
露
さ
れ
、
児
童
虐
待
が
現
在
に
通
ず
る
普
遍
的
か
つ
深
刻

な
問
題
で
あ
る
こ
と
を
突
き
つ
け
る
展
開
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
秋
妖
」
は
、
七
年
間
会
わ
な
か
っ
た
人
と
別
れ
た
帰
途
に
、「
夕
暮

の
や
う
な
寂
寞
」
を
痛
感
す
る
「
私
」
の
特
異
な
感
覚
に
焦
点
化
し
た
短
編
で

あ
る
。
母
の
死
後
五
年
を
経
て
、
自
分
を
病
床
の
父
を
訪
問
し
た
「
私
」
は
、

そ
こ
に
充
満
す
る
母
の
気
配
を
感
じ
、
父
が
「
私
の
こ
と
ば
か
り
は
母
親
の
幽

霊
だ
と
云
つ
て
」
い
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
と
同
時
に
、「
心
」
を
開
か
ず
に

別
れ
を
告
げ
て
き
た
ば
か
り
の
「
七
年
目
に
会
つ
た
」
人
に
対
し
、「
愛
の
心
」

を
意
識
す
る
よ
う
に
も
な
る
。
母
と
彼
、
双
方
の
幻
影
に
と
ら
わ
れ
て
い
く

「
私
」
の
姿
は
、
ま
さ
に
「
灰
色
の
扉
」
で
見
た
よ
う
な
愛
や
結
婚
に
対
す
る

二
律
背
反
的
な
葛
藤
を
地
で
い
く
も
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
〈
ヌ
マ
と
ク
ノ
の
物
語
〉
は
、
各
々
が
独
立
し
た
作
品
で
あ
り

な
が
ら
も
、
互
い
が
不
在
の
箇
所
を
補
い
合
い
、
全
体
と
し
て
ヌ
マ
の
「
心
」

の
来
歴
を
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
、
い
わ
ば
連
作
の
よ
う
な
作
品
群
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

見
て
き
た
よ
う
に
、「
灰
色
の
扉
」
は
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン

ス
や
児
童
虐
待
と
い
っ
た
現
代
に
も
通
ず
る
問
題
を
取
り
上
げ
、
暴
力
が
被
害

者
の
心
に
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
宿
す
ほ
ど
の
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
、
き
わ

め
て
非
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
象
徴
的
表
現
に
よ
り
強
く
訴
え
た
小

説
で
あ
る
。『
山
梔
』
を
含
む
野
溝
作
品
の
多
く
が
こ
の
テ
ー
マ
を
共
有
し
、

傷
つ
い
た
少
女
の
生
き
難
さ
や
内
面
の
葛
藤
を
掘
り
下
げ
描
く
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
作
品
間
に
共
通
す
る
語
彙
や
場
面
設
定
な
ど
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

野
溝
が
、「
灰
色
の
扉
」
に
見
る
よ
う
な
恋
愛
・
結
婚
に
対
す
る
両
義
性
や
、

そ
れ
ゆ
え
の
「
心
」
の
相
克
を
頻
繁
に
描
き
出
す
の
は
、
一
九
二
七
（
昭
和
二
）

年
か
ら
翌
二
八
（
昭
和
三
）
年
頃
な
の
で
あ
る
が
、
同
時
期
に
彼
女
が
、
義
兄

の
友
人
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
将
校
と
恋
仲
に
な
っ
た
こ
と
は
、『
ア
ル
ス
の
ノ
ー

ト
―
昭
和
二
年
早
春
』（
展
望
社
、
二
〇
〇
〇
・
七
）
な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。
従

来
、
そ
の
自
伝
的
要
素
を
云
々
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
『
山
梔
』
の
み
な
ら
ず
、

野
溝
の
作
品
群
に
は
偏
差
こ
そ
あ
れ
、
主
題
か
ら
細
部
に
至
る
ま
で
、
彼
女
の

人
生
が
濃
厚
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

本
稿
で
は
、
野
溝
の
短
篇
の
な
か
で
も
、
特
に
〈
ヌ
マ
と
ク
ノ
の
物
語
〉
に

絞
り
、
作
品
傾
向
を
探
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
以
外
の
短
篇
に
も
実
は
、
述
べ
て

き
た
よ
う
な
作
品
世
界
は
通
底
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
母
か
ら
ヌ
マ
へ
と
引

き
継
が
れ
た
「
女
の
運
命
と
心
」
が
、
さ
ら
に
は
ク
ノ
に
も
継
承
さ
れ
、
負
の
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連
鎖
の
見
ら
れ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
は

別
稿
を
期
し
た
い
。

注
⑴　

野
溝
七
生
子
に
関
し
て
は
、
林
礼
子
『
希
臘
の
独
り
子
―
私
に
と
っ
て
の
野
溝
七

生
子
』（
林
礼
子
出
版
事
務
局
、
一
九
八
五
・
一
二
）、
矢
川
澄
子
『
野
溝
七
生
子
と

い
う
ひ
と
―
散
け
し
団
欒
』（
晶
文
社
、
一
九
九
九
〇
・
一
）、
岩
切
信
一
郎
・
滝
正

人
編
「
野
溝
七
生
子
年
譜
」（『
野
溝
七
生
子
作
品
集
』
立
風
書
房
、
一
九
八
三
・
一

二
）
な
ど
に
よ
り
、
彼
女
の
年
譜
的
な
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

ま
た
、
近
年
、『
山
梔
』
に
つ
い
て
単
独
に
扱
っ
た
論
文
と
し
て
は
、
橋
本
の
ぞ

み
「
野
溝
七
生
子
『
山
梔
』
―
〈
美
し
い
魂
〉
の
復
活
へ
向
け
て
」（
新
・
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
批
評
の
会
編
『
大
正
女
性
文
学
論
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
〇
・
一
二
）
な
ど

が
あ
る
。

⑵　

一
柳
廣
孝
『〈
こ
っ
く
り
さ
ん
〉
と
〈
千
里
眼
〉
―
日
本
近
代
と
心
霊
学
』
講
談
社
、

一
九
九
四
・
八

⑶　

小
田
晋
他
編
『『
変
態
心
理
』
と
中
村
古
峽
―
大
正
文
化
へ
の
新
視
覚
』（
不
二
出

版
、
二
〇
〇
一
・
一
）
な
ど
に
詳
し
い
。

⑷　

五
十
嵐
伸
治
他
編
『
大
正
宗
教
小
説
の
流
行
―
そ
の
背
景
と
“
い
ま
”』
論
創
社
、

二
〇
一
一
・
七

⑸　

渡
邉
正
彦
『
近
代
文
学
の
分
身
像
』
角
川
書
店
、
一
九
九
九
・
二

⑹　

前
掲
の
拙
稿
で
論
じ
た
。

⑺　

渡
邉
正
彦
氏
前
掲
書
。

⑻　
「
山
の
人
生
」（
一
九
二
五
・
一
）。
平
岡
敏
夫
『
夕
暮
れ
の
文
学
』（
お
う
ふ
う
、

二
〇
〇
八
・
五
）
で
は
、
こ
れ
に
触
れ
つ
つ
、〈
夕
暮
れ
〉
を
扱
っ
た
数
多
く
の
文

学
作
品
を
論
じ
て
い
る
。

〈
付
記
〉　

野
溝
七
生
子
作
品
か
ら
の
引
用
は
、『
野
溝
七
生
子
作
品
集
』（
立
風
書
房
、

一
九
八
三
・
一
二
）
に
拠
り
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

受　

贈　

雑　

誌
（
五
）

上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要�

上
智
大
学
文
学
部
国
文
学
科

上
智
大
学
国
文
学
論
集�

上
智
大
学
国
文
学
会

湘
南
文
学�

東
海
大
学
日
本
文
学
会

昭
和
女
子
大
学
大
学
院
日
本
文
学
紀�

昭
和
女
子
大
学

要女
子
大
国
文�

京
都
女
子
大
学
国
文
学
会

叙
説�

奈
良
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

人
文�

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学

人
文
学
報�

都
立
大
学
人
文
学
部
国
文
学
研
究
室

成
蹊
国
文�

成
蹊
大
学
文
学
部
日
本
文
学
科
研
究

�

室

成
城
国
文
学�

成
城
国
文
学
会

清
心
語
文�

ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
日
本

�

語
日
本
文
学
会

清
泉
女
子
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研�

清
泉
女
子
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研

究
科
論
集�

究
科

全
国
文
学
館
協
議
会
紀
要�

全
国
文
学
館
協
議
会

専
修
国
文�

専
修
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要�

高
岡
市
万
葉
歴
史
館

高
岡
市
万
葉
歴
史
館
叢
書�

高
岡
市
万
葉
歴
史
館

本
藻�

フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
会


