
太
宰
治
・
「
陰
火
」

論

八
序
V

津
軽
地
方
屈
指
の
大
地
主
の
第
十
子
六
男
と
し
て
生
ま
れ
た
津
島
修
治
が
、
本

質
的
に
八
他
者
V
と
出
会
い
、
自
己
と
生
家
を
客
観
視
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

彼
の
青
春
後
期
、

つ
ま
り
、
弘
前
高
校
入
学
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
弘
前
高
校
に

や
ま
げ
ん

入
学
し
た
と
き
、
そ
こ
に
は
す
で
に
生
家
の
「
八
顕
」
の
権
威
を
聞
か
る
者
も
、

彼
の
八
道
化
V
で
能
絡
で
き
る
単
純
な
生
一
徒
も
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
彼
ら
は
ひ

と
か
ど
の
主
張
と
思
想
を
も
っ
た
個
性
と
し
て
修
治
に
対
崎
し
、
彼
を
し
の
ぐ
知

性
も
幾
人
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
年
譜
に
よ
れ
ば
、
入
学
の
年
、
七

月
に
、
芥
川
龍
之
介
の
自
殺
の
報
に
接
し
て
衝
撃
を
受
け
、
八
月
頃
、
突
加
、
義

太
夫
を
習
い
始
め
、
や
が
て
花
柳
界
に
も
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
あ
り
、

こ
れ
ら
は
以
後
の
津
島
修
治
の
青
春
の
意
味
を
考
え
る
う
え
で
、
い
ず
れ
も
見
落

す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
事
項
と
考
え
ら
れ
で
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

事
実
を
す
べ
て
認
め
た
う
え
で
な
お
、
津
島
修
治
が
、
自
己
と
生
家
の
存
在
の
意

昧
を
自
覚
的
、
客
観
的
に
見
る
眼
を
養
う
の
に
最
も
大
き
な
力
の
あ
っ
た
の
は
、

高
校
入
学
後
初
め
て
本
格
的
に
出
会
っ
た
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。
高
校
に
入
っ

た
最
初
の
作
品
「
無
間
奈
落
」
が
、
大
地
主
で
あ
る
生
家
を
告
発
し
よ
う
と
し
た

ー

I
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崎

円

u
t
寸
庁
・

啓

最
初
の
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
の
背
後
に
は
明
ら
か
に

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
影
響
が
あ
る
。
「
無
間
奈
落
」
は
昭
和
三
年
の
一

1
三
月
ご
ろ
に

執
筆
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
津
島
修
治
は
そ
れ
以
前
、

つ
ま
り
弘
前

高
校
に
入
学
し
た
昭
和
二
年
四
月
か
ら
同
十
二
月
ご
ろ
ま
で
に
は
、
舷
実
に
マ
ル
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キ
シ
ズ
ム
の
洗
礼
を
受
け
た
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
八
自
己
V
と
八
家
V
と

を
客
体
化
す
る
彼
の
眼
は
、

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
、
通
じ
て
得
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
は
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
脆
弱

で
あ
っ
た
ら
し
く
、
「
無
間
奈
落
」
は
、
そ
の
作
品
意
図
に
敏
感
に
反
応
し
た
長
兄

文
治
の
横
や
り
で
、
未
完
の
ま
ま
中
断
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

津
島
修
治
が
再
び
左
翼
小
説
に
手
を
染
め
る
の
は
翌
四
年
二

1
二
一
月
の
こ
と
で

あ
る
。
同
三
月
十
日
に
脱
稿
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
虎
徹
宵
話
」
は
、
青
年

修
治
が
再
度
左
傾
の
度
を
深
め
た
こ
と
を
明
確
に
伝
え
て
い
る
が
、
そ
の
き
っ
か

け
に
な
っ
た
の
は
、
同
年
二
月
に
発
覚
し
た
、
弘
前
高
校
長
鈴
木
信
太
郎
の
公
金

無
断
流
用
事
件
と
、
そ
れ
に
伴
う
弘
前
高
校
生
に
よ
る
同
盟
休
校
事
件
で
あ
る
。

同
盟
休
校
に
よ
り
校
長
排
斥
に
成
功
し
た
こ
の
事
件
は
後
に
「
学
生
群
」
の
素
材

と
も
な
る
が
、
「
虎
徹
宵
諮
問
」
以
降
の
作
品
|
|
「
哀
蚊
」
(
初
出
)
、
「
花
火
」
「
地

主
一
代
」
「
学
生
群
」
i

を
読
め
ば
、
青
年
修
治
が
こ
の
事
件
を
契
機
に
極
度
に
左



翼
意
識
を
高
拐
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
無
間
奈
落
」
を
未
完
の
ま
ま
放
榔
し
て
か
ら
「
虎
徹
宵
話
」
を
執

筆
す
る
ま
で
の
約
半
年
問
、
津
島
修
治
は
彼
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
を
ど
の
よ
う
に
処

理
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
期
間
に
執
筆
さ
れ
た
作
品
は
「
股
を
く
Y
る」

「
彼
等
と
其
の
い
と
し
き
母
」
「
此
の
夫
婦
」
「
鈴
打
」
の
四
篇
だ
が
、
マ
ル
キ
シ
ズ

ム
を
閑
却
し
た
か
に
見
え
る
こ
の
期
の
津
島
修
治
の
意
識
を
見
る
に
は
、
「
此
の
夫

婦
」
が
最
も
適
当
だ
ろ
う
。
「
此
の
夫
婦
」
は
四
篇
中
で
唯
て
「
唯
物
論
者
」
「
社

会
主
義
者
」
「
プ
チ
・
ブ
ル
」
な
ど
の
言
葉
が
出
て
く
る
作
品
で
あ
り
、
い
っ
た
ん

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
か
ら
撤
退
し
た
こ
の
期
の
修
治
の
精
神
の
存
り
ょ
う
を
最
も
よ
く

伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作
品
に
示
さ
れ
た
精
神
の
存
り
ょ
う
を
さ
ぐ
る
こ

と
は
、
た
ぶ
ん
、
「
陰
火
」
の
作
品
理
解
に
も
何
ら
か
の
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
と

思
わ
れ
る
。

八
一

v

太
宰
治
の
初
期
作
品
中
の
左
翼
小
説
に
は
一
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ

は
異
様
な
ほ
ど
の
八
性
V
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
彼
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
立
場

か
ら
作
品
を
書
く
と
き
、
そ
の
批
判
の
対
象
と
な
る
の
は
つ
ね
に
彼
と
彼
の
生
家

で
あ
る
。
た
と
え
、
直
接
的
な
素
材
が
秋
田
県
の
八
阿
仁
前
回
の
小
作
争
議
V
で

あ
ろ
う
と
、
弘
前
高
校
の
同
盟
休
校
事
件
で
あ
ろ
う
と
、
彼
が
そ
の
中
で
最
も
問

題
に
し
、
こ
だ
わ
る
の
は
、
本
質
的
に
は
彼
自
身
の
八
家
V
と
、
そ
こ
で
育
ま
れ

た
彼
自
身
の
八
感
性
V
な
い
し
は
八
血
V
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
(
「
虎
徹
宵
話
」
だ

け
が
例
外
)
。
彼
の
創
作
意
図
は
明
白
な
の
で
あ
っ
て
、
彼
は
一
貫
し
て
八
家
V
と

八
自
己
V
に
ひ
そ
む
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
悪
徳
を
あ
ば
き
出
し
、
告
発
し
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
奇
妙
な
こ
と
に
、

そ
の
あ
ば
か
れ
る
悪
徳
の
ほ
と
ん
ど
が
彼
ら
の

八
性
V
な
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
言
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
が
そ
の
作
品
に
よ
っ
て
指
弾
す
る
も

の
は
階
級
的
な
悪
徳
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
八
地
主
V
を
例
に
す
れ
ば
、
そ
れ

は
た
と
え
ば
、
あ
く
ど
い
搾
取
の
実
態
で
あ
っ
た
り
、
小
作
人
に
対
す
る
非
道
な

ふ
る
ま
い
で
あ
っ
た
り
、
階
級
闘
争
に
対
す
る
卑
劣
な
敵
対
行
為
で
あ
っ
た
り
す

る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
彼
の
作
品
で
は
、

八
阿
仁
前
田
の
小
作
争
議
V
に
取
材
し

た
と
言
わ
れ
る
「
地
主
一
代
」
に
そ
の
よ
う
な
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
他

は
そ
の
八
悪
徳
V
が
問
題
に
さ
れ
る
と
き
は
、
ほ
と
ん
ど
八
性
V
が
ら
み
な
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
無
間
奈
落
」
は
、
現
在
、
「
序
編

父
の
妾
宅
」
と
題
さ
れ

た
第
一
回
発
表
分
し
か
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
こ
で
「
放
蕩
極
ま
る

好
色
漢
」
と
さ
れ
て
い
る
「
大
村
周
太
郎
」
は
、
津
島
修
治
の
父
源
右
衛
門
が
モ

デ
ル
で
あ
る
。
修
治
は
父
源
右
衛
門
が
実
際
に
妾
を
囲
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
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い
た
ら
し
い
が
、
お
さ
だ
と
い
う
女
中
が
周
太
郎
の
妾
に
な
り
、
彼
の
子
供
を
妊

娠
出
産
し
た
あ
と
、
彼
女
が
周
太
郎
の
た
め
に
無
惨
に
発
狂
さ
せ
ら
れ
る
ス
ト
l

リ
ー
を
こ
し
ら
え
て
い
る
。
金
と
権
力
を
カ
サ
に
花
柳
界
で
も
羽
振
り
の
よ
か
っ

た
周
太
郎
が
、
「
賢
こ
さ
う
な
眼
」
と
「
純
真
な
無
垢
」
を
も
っ
た
一
人
の
う
ら
若

い
女
性
を
妾
に
し
た
あ
げ
く
、
無
慈
悲
に
も
発
狂
さ
せ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
、

大
地
主
で
あ
っ
た
父
源
右
衛
門
が
そ
の
「
裏
面
」
で
は
「
放
部
極
ま
る
好
色
漢
」
だ

っ
た
と
し
て
、
彼
の
悪
徳
を
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
作
品
で
は
修
治
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
た
大
村
乾
治
と
い
う
周
太
郎
の
息
子
も
登

場
す
る
が
、
彼
は
こ
の
作
品
の
前
半
部
で
、
徹
頭
徹
尾
、
八
性
V
に
対
し
て
異
常

な
興
味
と
関
心
を
示
す
「
色
餓
鬼
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

事
情
は
他
の
作
品
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、
初
出
の
「
哀
蚊
」
で
は
、
「
な
ぜ
百
万

わ

る

子

ぞ

み

亨

Z

長
者
の
お
家
で
は
悪
巧
を
し
ね
ば
な
ら
ぬ
か
を
先
づ
考
へ
て
御
覧
遊
ば
し
ま
せ
。



そ
し
て
又
私
が
只
今
、
物
語
り
ま
す
る
幽
霊
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
ド
ロ
ド
ロ
現
は
れ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
研
究
遊
ば
し
ま
せ
。
私
が
こ
の
物
語
り
を
な
す
の
も
、

め
あ
て

つ
ま
り
は
其
れ
が
目
的
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
」
と
述
べ
た
あ
と
、
「
姉
椋
が
養

子
を
と
」
っ
た
「
御
祝
一
言
の
晩
」
の
「
真
夜
中
近
く
」
、
婆
採
が
寝
床
を
ぬ
け
出
し
、

「
幽
霊
」
の
よ
う
に
、
「
姉
様
と
今
晩
の
御
盟
様
と
が
お
寝
に
な
っ
て
居
ら
れ
る
お

部
屋
を
覗
い
て
居
る
」
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
花
火
」
で
は
、
「
有
閑
階

級
」
に
属
す
る
脳
梅
毒
の
「
兄
貴
」
が
、
自
分
の
「
病
的
な
獣
欲
」
に
よ
っ
て
小

間
使
の
少
女
に
「
猛
烈
な
病
毒
を
感
染
さ
せ
」
て
死
な
せ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
こ

の
話
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
「
地
主
一
代
」
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
津
島
修
治
が

生
家
を
告
発
し
、
そ
の
悪
徳
を
あ
ば
く
の
に
な
ぜ
こ
ん
な
に
も
〈
性
V
に
こ
だ
わ

る
の
か
、
そ
の
本
当
の
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
「
学
生
群
」
の
、
有
名

な
「

(
C
)
敗
惨
者
」
の
章
で
、
青
井
が
小
早
川
相
手
に
、
「
さ
う
ぢ
ゃ
な
い
、
君

達
は
プ
チ
・
ブ
ル
だ
し
、
僕
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
だ
。
僕
に
は
君
達
の
持
っ
て
居
な
い

色
々
な
血
が
流
れ
て
居
る
。

一
番
手
っ
取
り
早
い
話
が
、
僕
に
は
父
の
顔
廃
的
な

放
溺
の
血
が
ぬ
ら
ぬ
ら
と
流
れ
て
居
る
」
と
嘆
く
よ
う
に
、
彼
は
八
放
溺
V
や

〈
性
V
の
額
廃
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
に
固
有
の
も
の
と
、
ど
こ
か
で
信
じ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、
自
己
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
性
を
告
発
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
彼
は
ど
う
し
て
も

自
己
の
〈
性
V
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、

八
性
V
を
武
器

に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
批
判
を
展
開
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
「
哀
蚊
」
で
「
婆
様
」
に
ま

で
好
色
な
八
性
V
の
姿
を
見
い
出
し
た
よ
う
に
、
彼
は
さ
ま
ざ
ま
な
〈
性
の
顔

廃
V
を
描
く
こ
と
で
八
家
V
な
ら
び
に
八
自
己
V
に
ひ
そ
む
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
頑

廃
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
悪
徳
を
告
発
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
津
島
修
治
に
と
っ

て
八
性
V
描
写
は
、
己
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
性
を
別
挟
す
る
う
え
で
、
欠
く
べ
か
ら
ざ

る
必
須
の
も
の
で
あ
っ
た
。

* 

と
こ
ろ
で
、
「
此
の
夫
婦
」
に
も
額
廃
的
な
八
性
V
の
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
に
登
場
す
る
夫
婦
は
、
す
で
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
で
も
な
け
れ
ば

有
閑
階
級
に
属
す
る
金
満
家
で
も
な
い
。
夫
の
光
一
郎
は
大
学
時
代
こ
そ
「
一
端

の
社
会
主
義
者
を
気
取
っ
て
」
い
た
が
、
い
ま
は
「
二
三
の
怪
し
げ
な
雑
誌
に
、
卑

狼
な
、
う
そ
寒
い
連
載
も
の
を
書
い
て
は
、
お
恥
し
い
程
の
稿
料
を
稼
」
ぐ
、
「
文

字
通
り
の
雑
文
家
」
で
あ
る
。
彼
が
社
会
主
義
か
ら
脱
落
す
る
直
接
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
の
は
、
あ
る
職
工
に
「
て
め
え
は
、
ど
う
せ
プ
チ
・
ブ
ル
よ
。

へ
ん
、
人

道
主
義
に
ぽ
さ
ん
ぽ
さ
ん
と
毛
の
生
え
た
奴
さ
」
な
ど
と
言
わ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

彼
は
そ
の
後
、
故
郷
の
「
若
い
芸
者
に
惚
れ
」
て
結
婚
す
る
が
、
今
で
は
、
「
も
う

も
う
浮
世
に
は
疲
れ
ち
ゃ
っ
た
し
此
の
上
生
活
意
識
を
と
う
の
か
う
の
も
連
じ

い
」
と
、
「
無
意
志
の
生
活
」
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
光
一
郎
の
所
へ
弟
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の
龍
二
が
夏
休
暇
を
利
用
し
て
帰
省
し
て
き
た
。
「
弟
と
一
緒
に
夕
餐
を
戴
く
最

後
」
の
夜
、
八
畳
一
間
し
か
な
い
粗
末
な
家
の
中
で
、
妻
は
弟
と
秘
か
に
通
じ
た

ょ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
根
っ
か
ら
「
間
間
的
分
子
」
を
も
っ
光
一
郎
は
、
そ

の
こ
と
を
問
い
つ
め
も
せ
ず
、
逆
に
旅
立
つ
弟
の
た
め
に
一
緒
に
写
真
を
撮
っ
て

や
り
、
妻
に
そ
の
現
像
を
命
ず
る
の
で
あ
る
。
妻
が
弟
を
助
手
に
、
暗
室
代
わ
り

の
押
入
れ
に
入
る
と
、
光
一
郎
は
昨
夜
の
疑
念
が
頭
を
よ
ぎ
り
、
嫉
妬
に
苦
し
め

ら
れ
る
。
し
か
し
、
彼
は
怒
る
ど
こ
ろ
か
、
反
対
に
、
「
僕
を
捨
て
な
い
で
呉
れ
」

と
「
二
人
に
哀
願
し
て
も
い
い
」
と
思
う
。
そ
の
う
ち
二
人
は
現
像
を
終
え
何
ご

と
も
な
く
押
入
れ
か
ら
出
て
く
る
が
、
弟
が
出
発
し
て
し
ま
う
と
、
光
一
郎
は
自

分
の
欲
情
を
押
さ
え
ら
れ
ず
、
「
妻
の
両
手
を
む
ず
と
掴
」
み
、
彼
女
に
い
ど
み
か

か
る
の
で
あ
る
。



妻
を
暴
々
し
く
、
ぐ
い
ぐ
い
引
き
ず
り
、
押
し
入
れ
の
中
に
ぽ
こ
ん
と
投
げ

入
れ
た
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眠
、
此
の
暗
室
の
中
で
、
此
の
悲
惨
な
夫
婦
が
一
体
伺
を
し
よ
う
と
言
ふ
の

だ
ら
う
。

世
に
も
凄
絶
し
た
る
け
は
ひ
が
、
こ
の
暗
黒
の
内
に
語
い
て
居
る
。

こ
れ
は
単
な
る
情
欲
か
。

こ
れ
は
単
な
る
情
欲
か
。

彼
は
が
く
ん
が
く
ん
と
身
体
を
震
は
し
な
が
ら
、
じ
わ
じ
わ
妻
を
押
し
つ
け

て
行
っ
た
。

凄
惨
な
八
性
V
の
修
羅
場
と
一
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
の
作
品
は
、
後
に
初
代

と
従
弟
の
不
義
に
苦
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
太
宰
治
の
運
命
と
あ
ま
り
に
も
符

合
す
る
所
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
符
合
に
は
文
字
通
り
八
偶
然
V
以
上
の
意
味

は
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
と
す
べ
き
は
、
こ
の
時
期
に
津
島
修
治
が
な
ぜ
こ
の
よ

う
な
八
性
V
の
修
羅
場
を
描
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
弘
前

高
校
の
新
聞
雑
誌
部
の
委
員
を
し
て
い
た
平
岡
敏
男
は
、
こ
の
作
品
に
関
す
る
記

憶
を
も
っ
て
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

そ
の
家
の
一
室
で
、
か
れ
は
、
私
と
相
対
座
し
た
の
で
あ
る
が
、
依
然
と
し

て
相
手
の
顔
を
正
視
し
な
い
、
お
ど
お
ど
し
た
よ
う
な
も
の
ご
し
で
「
こ
れ
が

私
の
今
の
気
持
ち
な
ん
で
す
が
:
・
」
と
前
置
き
し
て
、
い
き
な
り
か
れ
の
近
作

を
読
み
出
し
た
。

「
近
作
」
と
は
も
ち
ろ
ん
「
此
の
夫
婦
」
の
こ
と
で
あ
る
。
平
岡
の
記
憶
で
は
、

彼
が
津
島
修
治
に
新
聞
雑
誌
部
委
員
へ
の
就
任
依
頼
を
し
て
間
も
な
く
の
こ
ろ
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
左
翼
的
雰
囲
気
が
極
め
て
色
濃
い
新
聞
雑
誌
部
の
委
員
に
な
る

こ
と
を
要
請
さ
れ
た
修
治
は
、
ど
う
い
う
つ
も
り
で
「
こ
れ
が
今
の
私
の
気
持
ち

な
ん
で
す
が
」
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
作
品
の
ど
こ
に
「
私
の
今

の
気
持
ち
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
の
作
品
に
修
治
の
「
今
の

気
持
ち
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
、
主
人
公
の
光
一
郎
を
通

じ
て
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

と
こ
ろ
で
、
太
宰
治
以
後
を
生
き
て
い
る
私
た
ち
は
、
す
で
に
八
性
V
が
文
学

の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
果
た
し
う
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
回

村
泰
次
郎
に
と
っ
て
〈
性
V
と
暴
力
は
、
敗
戦
直
後
の
混
乱
し
た
世
相
の
中
で
の

存
在
の
荒
々
し
い
自
己
主
張
で
あ
っ
た
し
、
石
原
慎
太
郎
に
と
っ
て
八
性
V
は、

旧
道
徳
に
対
す
る
強
烈
な
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
吉
行
淳
之
介
は
、
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自
分
の
孤
独
な
精
神
を
表
徴
し
て
み
せ
る
に
は
、
娼
婦
と
の
八
性
V
を
描
く
こ
と

が
最
も
有
効
だ
と
信
じ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
八
性
V
は
、
創
作
目
的
と
い
う
よ
り

は
、
む
し
ろ
創
作
上
の
手
段
で
あ
っ
た
。
八
性
V
を
手
段
に
し
て
己
の
形
市
上
学

を
語
ろ
う
と
し
た
の
だ
。
状
況
は
「
此
の
夫
婦
」
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
こ

こ
で
は
八
性
〉
は
作
品
の
究
極
の
目
的
で
は
な
い
。
八
性
V
は
光
一
郎
の
精
神
の

荒
廃
・
堕
落
を
描
く
の
に
最
も
有
効
な
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

光
一
郎
は
先
も
見
た
よ
う
に
、
か
つ
て
は
「
一
端
の
社
会
主
義
者
を
気
取
っ
て
」

い
た
が
、
今
は
「
文
字
通
り
の
雑
文
家
」
と
し
て
「
無
意
志
の
生
活
」
を
送
っ
て

い
る
。
彼
は
妻
の
不
貞
に
さ
え
怒
る
こ
と
が
で
き
ぬ
ほ
ど
、
無
気
力
な
精
神
状
態

に
陥
っ
て
い
る
。
彼
が
い
ま
精
力
を
傾
け
て
行
え
る
の
は
、
わ
ず
か
に
〈
性
V
の

妄
想
と
嫉
妬
に
情
念
を
燃
え
あ
が
ら
せ
、
妻
を
凌
辱
す
る
こ
と
だ
け
な
の
だ
。
彼

の
こ
の
八
性
V
の
修
羅
道
は
、
彼
の
ニ
ヒ
ル
で
デ
ス
ペ
レ
l
ト
な
精
神
に
通
じ
て



つい
まる
り
、八

津 性
白 V

修の
治頑
は廃
.が

長そ
兄の
文ま
治ま
の蛇

甲掛
/J の
で百i

無雪
間表
委徴
色 し

が六
町三
挫京
し v

で
た

あ
あ る
と

の
、
換
言
す
れ
ば
、
彼
の
最
初
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
が
挫
折
し
た
あ
と
の
、
精
神
の

俗
怠
と
堕
落
を
、
光
一
郎
の
八
性
V
の
顕
廃
を
通
じ
て
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
私
の
今
の
気
持
ち
」
と
は
、
光
一
郎
の
八
性
V
を
通
じ
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
、

修
治
自
身
の
後
退
し
た
頑
廃
的
な
八
生
V
と
八
心
V
に
違
い
な
か
っ
た
。

津
島
修
治
は
、
ど
こ
か
で
性
的
額
廃
を
ブ
ル
ジ
ョ
ア
固
有
の
も
の
と
信
じ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
彼
が
左
翼
小
説
で
描
く
八
性
V
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
悪
徳
そ
の
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
へ
の
直
接
的
批
判
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
此
の

夫
婦
」
で
は
、

八
性
V
は
社
会
主
義
運
動
か
ら
脱
落
し
た
プ
チ
ブ
ル
の
な
れ
の
果

て
を
、
あ
る
い
は
、
そ
の
心
的
荒
廃
を
表
徴
す
る
最
も
有
効
な
手
段
と
し
て
機
能

し
て
い
る
。
初
期
作
品
に
お
い
て
、
津
島
修
治
が
八
性
V
を
こ
の
よ
う
に
取
り
扱

っ
た
例
は
他
に
は
な
い
。

〈
二
V

『
晩
年
』
以
後
の
太
宰
治
は
、
き
わ
め
て
八
性
V
に
関
す
る
描
写
の
少
な
い
作

家
だ
っ
た
。
〈
恋
V
が
描
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
八
性
V
が
露
骨
に
描
写
さ

れ
る
こ
と
は
ま
ず
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
「
陰
火
」
に
だ
け
は
八
性
V

の
匂
い
が
漂
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

四
つ
の
掌
篇
に
は
、
珍
し
く
い
ず
れ
に
も
性
的
結
合
を
暗
示
す
る
表
現
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
、
男
女
は
食
い
違
い
、
両
者
の
聞
に
は
無
限
の
距
離
感
が
あ

り
、
そ
の
性
は
な
に
か
暗
い
罪
の
影
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
。

'困、、、、

み
'
h
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こ
れ
は
「
陰
火
」
を
解
析
す
る
場
合
、
き
わ
め
て
重
要
な
視
点
で
あ
る
。
「
陰
火
」

は
「
誕
生
」
「
紙
の
鶴
」
「
水
車
」
「
尼
」
の
四
筒
か
ら
成
る
が
、
こ
の
作
品
に
は
間

違
い
な
く
、

一
対
の
男
女
の
荒
廃
し
た
八
性
V
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
陰
火
」
で
は
、
同
一
テ
i
マ
を
も
っ
複
数
の
掌
簡
を
配
し
て
一
簡
を
構
成
す

る
と
い
う
、
き
わ
め
て
実
験
性
の
高
い
手
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
様
の
手
法

を
用
い
た
も
の
に
「
逆
行
」
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
昭
和

八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
執
筆
・
脱
稿
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
陰
火
」

に
つ
い
て
は
、
奥
野
健
男
氏
の
「
逆
行
」
と
「
対
を
な
」
す
作
品
と
の
指
摘
が
あ

る
。
氏
は
ど
う
し
て
「
対
」
な
の
か
、
そ
の
具
体
的
内
容
は
語
っ
て
い
な
い
が
、

「
逆
行
」
が
最
初
の
堂
筒
「
蝶
蝶
」
で
二
十
五
歳
の
「
老
人
」
の
八
死
V
を
語
る
の

に
対
し
、
「
陰
火
」
が
冒
頭
に
堂
開
「
誕
生
」
を
配
し
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
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の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
陰
火
」
に
登
場
す
る
男
女
を
順
に
見

て
い
け
ば
、
こ
こ
に
も
八
逆
行
V
の
意
識
が
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
〈
子

供
の
誕
生
し
た
夫
婦
V

(
誕
生
)
↓
八
子
供
を
産
む
前
の
若
い
夫
婦
V

(
紙
の
鶴
〉

↓
八
独
身
の
恋
人
同
士
V
(
水
車
)
↓
八
恋
人
も
い
な
い
独
身
の
若
い
男
V
(
尼
)

と
い
う
具
合
に
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
誕
生
」
に
登
場
す
る
男
の
八
生
V
の
意
味

は
、
八
紙
の
鶴
↓
水
車
↓
尼
V
と
八
逆
行
V
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る

構
造
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
」
は
「
仙
術
太
郎
」
「
喧
嘩
次
郎
兵

衛
」
「
嘘
の
三
郎
」
の
三
篇
か
ら
成
る
が
、
「
嘘
の
三
郎
」
で
は
最
後
に
、

八
太
郎

V
と
八
次
郎
兵
衛
V
を
再
登
場
さ
せ
、

八
三
郎
V
が
三
人
の
八
生
〉
の
意
味
を
総

括
し
、
「
私
た
ち
は
芸
術
家
だ
。
王
侯
と
い
へ
ど
も
恐
れ
な
い
」
と
い
う
気
焔
を
あ

げ
る
。
事
情
は
「
陰
火
」
で
も
同
様
で
あ
っ
て
、
最
後
の
「
尼
」
で
、
「
誕
生
」
「
紙

の
鶴
」
「
水
車
」
に
登
場
し
た
男
た
ち
の
八
生
V
の
意
味
を
八
尼
V
が
象
徴
的
に
総

括
し
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。



* 

「
陰
火
」
の
冒
頭
は
次
の
よ
う
な
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
い
る
。

二
十
五
の
春
、
そ
の
ひ
し
が
た
の
由
緒
あ
り
げ
な
学
帽
を
、
た
く
さ
ん
の
希

望
者
の
中
で
と
く
に
へ
ど
も
ど
と
ま
ご
つ
き
な
が
ら
願
ひ
出
た
ひ
と
り
の
新
入

生
へ
、
く
れ
て
や
っ
て
、
帰
郷
し
た
。

山
内
祥
史
氏
は
、
「
陰
火
」
の
脱
稿
を
「
一
応
、
昭
和
八
年
十
月
と
、
推
測
し
て
」

い
お
。
昭
和
八
年
と
は
、
太
宰
治
「
二
十
五
」
歳
の
年
で
あ
り
、
普
通
に
行
け
ば
、

こ
の
年
の
「
春
、
彼
は
大
学
を
卒
業
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
の
「
二

十
五
の
春
」
と
い
う
書
き
出
し
に
は
当
然
そ
の
こ
と
が
意
識
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ

が
、
実
際
に
は
彼
は
こ
の
年
に
卒
業
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
彼

は
こ
の
年
の
卒
業
が
も
う
不
可
能
に
な
っ
た
こ
ろ
に
、
彼
の
卒
業
後
を
予
見
し
て

み
せ
た
こ
と
に
な
る
。
あ
た
か
も
、
「
此
の
夫
婦
」
で
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
脱
落
後
の

自
分
の
頭
廃
し
た
未
来
を
予
見
し
て
み
せ
た
よ
う
に
。
そ
こ
に
は
一
体
ど
の
よ
う

な
精
神
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
服
部
康
喜

氏
の
す
ぐ
れ
た
指
摘
が
あ
る
。

「
陰
火
」
は
、

一
人
の
青
年
が
帰
郷
す
る
情
景
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
〈
略
)

そ
こ
に
は
、
こ
み
あ
げ
る
懐
し
み
や
感
激
と
い
う
自
然
的
な
感
情
的
要
素
は
奇

妙
に
希
薄
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
、
感
傷
は
極
度
に
乾
き
、
抑
制
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。

彼
は
、
結
局
、
自
己
を
風
景
以
上
に
も
、
そ
れ
以
下
に
も
望
ま
な
い
の
だ
。
そ

し
て
、
風
景
は
や
が
て
通
過
す
る
退
屈
き
わ
ま
り
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
か

か
る
虚
無
が
誕
生
'
の
無
機
的
な
文
体
を
決
定
し
た
の
で
あ
る
。

作
品
で
は
、
冒
頭
の
「
二
十
五
の
春
」
か
ら
「
三
十
」
の
夏
く
ら
い
ま
で
の
、
約

五
年
間
の
生
活
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
問
、
卒
業
・
帰
郷
・
結
婚
・
父
の
死
・

地
位
の
相
続
・
破
産
の
危
機
・
寺
参
り
・
母
の
死
・
隣
町
で
の
放
溺
・
女
児
の
誕

生
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
が
ほ
と
ん
ど
淡
々
と
、
あ
る
い
は
無
感

動
に
、
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
父
母
の
死
に
遭
遇
し
て
も
、
そ

こ
に
は
何
の
悲
し
み
も
な
け
れ
ば
哀
悼
も
な
く
、
た
だ
八
彼
V
の
自
に
し
た
葬
儲

の
様
子
だ
け
が
単
な
る
事
実
と
し
て
乾
い
た
言
葉
で
語
ら
れ
る
。
ま
た
八
彼
V
の

結
婚
も
「
べ
つ
に
早
い
と
も
思
は
な
か
っ
た
。
美
人
で
さ
へ
あ
れ
ば
、
と
思
っ
た
。

(
略
)
ひ
と
つ
き
程
は
彼
も
新
妻
を
め
づ
ら
し
が
っ
た
」
と
、
実
に
そ
っ
け
な
く
語
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ら
れ
る
の
で
あ
る
。
八
彼
V
に
と
っ
て
は
、
八
結
婚
V
も
八
死
V
も
八
誕
生
V
も、

隣
町
で
の
八
放
蕩
V
以
上
の
意
味
を
も
た
な
い
。
す
べ
て
は
時
間
と
と
も
に
流
れ

て
は
浮
か
び
、
浮
か
ん
で
は
消
え
る
そ
の
と
き
限
り
の
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
心

に
は
何
の
痕
跡
も
残
さ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
文
体
は
ま
さ
し
く

「
無
機
的
」
で
あ
り
、
〈
彼
V
の
精
神
も
ま
た
「
虚
無
」
と
表
現
す
る
他
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
服
部
氏
は
も
う
一
つ
、
見
落
と
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
こ
と

を
さ
り
げ
な
く
指
摘
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
た
と
え
ば
妻
の
不
貞
で
す
ら
重
大
事
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
彼
に
は
、
せ
い
ぜ
い
少
し
珍
し
い
風
景
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
否
、

大
人
の
行
為
だ
け
で
は
な
い
。
生
命
の
誕
生
と
い
う
厳
粛
な
事
実
す
ら
、
感
動

を
呼
ば
な
い
通
過
す
る
風
景
に
後
退
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。



こ
の
掌
篇
の
ど
こ
か
に
「
妻
の
不
貞
」
を
叙
述
し
た
箇
所
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

氏
は
こ
の
直
前
で
、
八
彼
V
の
隣
町
で
の
八
放
蕩
V
の
部
分
を
引
用
し
、
こ
の
直

後
に
、
誕
生
し
た
女
児
の
説
明
箇
所
を
引
用
し
て
い
る
だ
け
で
、
「
妻
の
不
貞
」
を

ど
こ
に
読
み
と
っ
た
か
は
伺
も
記
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
具
体
的
な
こ
と
は
何

も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
掌
篇
に
も
し
「
妻
の
不
貞
」
が
叙
述
さ
れ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
氏
が
引
用
し
た
二
つ
の
箇
所
に
は
さ
ま
れ
て
氏
が
あ
え

て
引
用
し
な
か
っ
た
部
分
、

つ
ま
り
、
次
の
箇
所
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
と
し
の
春
に
、
妻
が
女
の
子
を
出
産
し
た
。
そ
の
こ
年
ほ
ど
ま
へ
、
妻

が
都
の
病
院
に
凡
そ
ひ
と
つ
き
も
秘
密
な
入
院
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
「
秘
密
な
入
院
」
は
、
従
来
、
研
究
者
に
と
っ
て
不
可
解
な
謎
で
あ
っ
た
。

作
者
が
こ
れ
以
外
に
伺
の
説
明
も
つ
け
加
え
て
お
ら
ず
、
妻
の
「
秘
密
な
入
院
」
が

何
の
た
め
に
行
わ
れ
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
、
全

く
不
明
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
「
秘
密
な
入
院
」
が
妻
の
〈
不
義
V
を
暗
示

し
て
い
る
、
た
と
え
ば
、
入
院
を
妻
の
不
義
に
よ
る
妊
娠
の
中
絶
の
た
め
、
と
考

え
れ
ば
、
作
品
を
う
ま
く
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
陰
火
」
は
一
対
の
男
女
の
八
性
V
が
一
つ
の
テ
l
マ
に
な

っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
八
性
V
を
演
ず
る
男
女
は
、
各
筒
ご
と
に
独
立
し
た

無
縁
の
存
在
で
は
な
く
、
各
簡
を
通
じ
て
ど
こ
か
で
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
四
篇
の
八
男
V
た
ち
が
い
ず
れ
も
太
宰
治
の
分
身
を
思
わ
せ
る

よ
う
に
、

八
女
V
た
ち
も
ま
た
、
ど
こ
か
で
縦
に
つ
な
が
る
関
係
性
を
も
っ
て
い

る
は
ず
だ
。
あ
る
い
は
、
「
誕
生
」
の
男
の
存
在
意
味
が
八
紙
の
鶴
↓
水
車
↓
尼
V

と
八
逆
行
V
す
る
こ
と
で
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
女
た
ち
も
ま
た
同
じ
よ
う
に

八
逆
行
V
し
て
い
く
関
係
性
を
も
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
「
誕

生
」
の
妻
は
「
水
車
」
や
「
紙
の
鶴
」
の
女
た
ち
の
延
長
上
に
位
置
す
る
存
在
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
水
車
」
の
女
は
、
未
婚
の
ま
ま
処
女
を
由
民
い
、
男
と
の
額

廃
的
な
性
関
係
を
絶
望
的
に
結
ん
で
い
る
女
で
あ
る
。
ま
た
、
「
紙
の
鶴
」
の
女

は
、
結
婚
前
に
夫
以
外
の
男
と
性
交
渉
を
結
ん
で
お
り
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
夫

を
苦
悩
の
淵
に
落
し
こ
ん
で
い
る
。

つ
ま
り
、

八
女
V
の
系
譜
を
八
水
車
↓
紙
の

鶴
↓
誕
生
V
と
辿
る
と
き
、
前
二
筒
に
す
で
に
結
婚
前
の
八
性
V
の
額
廃
と
過
失

が
み
ら
れ
る
以
上
、
「
誕
生
」
の
妻
が
八
不
義
の
妻
V
の
役
割
を
担
っ
て
い
て
も
何

の
不
思
議
も
な
い
の
だ
。
彼
女
は
、
夫
が
結
婚
後
わ
ず
か
ひ
と
月
ほ
と
「
新
妻
を

め
づ
ら
し
が
つ
」
て
お
わ
っ
た
と
き
、
そ
の
心
を
夫
か
ら
離
叛
さ
せ
、

八
不
義
〉
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と
い
う
形
で
男
女
聞
の
八
性
V
を
演
じ
る
羽
目
に
陥
っ
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
女
児
の
誕
生
が
「
無
機
的
」
な
文
体
で
語
ら
れ
、
「
大
が
か
り
な
誕
生
祝
ひ
」

は
あ
っ
て
も
そ
こ
に
何
の
感
激
も
喜
び
も
な
い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
八
彼
V
の
心
が

人
生
に
疲
弊
し
、
も
の
に
感
ず
る
心
を
失
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
ま

た
、
女
児
が
「
ひ
と
つ
き
も
秘
密
な
入
院
」
を
し
た
妻
か
ら
生
ま
れ
た
子
で
あ
り
、

両
親
の
八
性
V
的
不
道
徳
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
、
「
ふ
た
親
に
似
な
い
」
色
の

白
い
子
だ
っ
た
た
め
で
も
あ
り
は
す
ま
い
か
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、

八
彼
V
は
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
疲
弊
し
、
ど
う

し
て
こ
の
よ
う
な
「
虚
無
」
を
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
中
に

は
、
そ
れ
に
関
す
る
説
明
は
一
切
な
い
。
た
だ
次
の
よ
う
な
一
節
が
か
つ
て
の

八
彼
V
を
わ
ず
か
に
訪
仰
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

寝
て
か
ら
も
、
む
か
し
読
ん
だ
小
型
の
詩
集
や
、
真
紅
の
表
紙
に
黒
い
ハ
ム



マ
ア
の
画
か
れ
て
あ
る
や
う
な
、
そ
ん
な
書
物
を
枕
元
に
置
く
こ
と
は
、
め
つ

た
に
な
か
っ
た
。
寝
な
が
ら
電
気
ス
タ
ン
ド
を
引
き
寄
せ
て
、
両
の
て
の
ひ
ら

を
眺
め
て
ゐ
た
。
手
相
に
凝
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。

八
彼
V
は
、
か
つ
て
、
文
学
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
熱
中
し
た
一
時
期
を
も
っ
て

い
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
今
は
そ
ん
な
も
の
へ
の
関
心
は
と
う
に
薄
れ
、
ぼ
ん
や

り
と
「
手
相
」
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

い
わ
ば
、
八
文
学
V
や

八
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
V
と
八
手
相
V
と
の
落
差
が
、
そ
の
ま
ま
八
彼
V
の
八
過
去
V

と
八
現
在
V
と
の
落
差
を
象
徴
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
八
彼
V
の
「
虚
侃
…
」
は
、
文

学
の
夢
破
れ
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
か
ら
脱
落
・
敗
北
し
た
後
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
な

の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
八
彼
V
の
八
生
V
と
八
性
V
は
、
「
此
の
夫
婦
」
の
光
一
郎

と
全
く
同
じ
位
相
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
夫
婦
問

の
八
性
V
の
荒
廃
は
主
人
公
の
八
生
V
の
荒
廃
を
意
味
し
て
い
る
。
帰
郷
後
の

八
彼
V
の
無
感
動
な
生
を
「
無
機
的
な
文
体
」
で
描
い
た
作
者
は
、
そ
れ
に
「
誕

生
」
と
名
づ
け
た
。
八
彼
V
と
八
妻
V
と
の
八
性
V
の
結
末
で
あ
る
女
児
の
〈
誕

生
V
に
、
そ
の
「
虚
無
」
を
最
も
よ
く
象
徴
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
誕
生
」

に
お
け
る
〈
陰
火
V
は
、
こ
の
呪
わ
し
い
八
誕
生
V
の
周
囲
に
、
青
く
妖
し
く
燃

え
て
い
る
。

* 

「
紙
の
鶴
」
に
は
、
「
処
女
で
な
い
妻
を
め
と
っ
て
、
三
年
間
、
そ
の
事
実
を
知

ら
ず
に
す
ご
し
た
」
男
が
、
そ
の
事
実
を
妻
の
口
か
ら
直
接
聞
き
た
だ
し
た
あ
と

の
苦
悩
が
描
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
男
の
苦
悩
に
は
、
太
宰
治
の
最
初
の
妻

小
山
初
代
の
結
婚
前
の
八
性
V
の
過
失
に
よ
っ
て
も
た
、
り
さ
れ
た
、
太
宰
自
身
の

苦
悩
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

妻
の
過
失
を
知
っ
た
八
お
れ
V
は
、
妻
の
「
わ
る
い
過
去
」
を
思
い
出
さ
な
い

で
す
む
よ
う
に
と
「
年
少
の
洋
画
家
」
を
訪
ね
る
。
八
お
れ
V
は
道
々
、
頭
の
中

に
昨
夜
の
こ
と
が
入
り
こ
ま
な
い
よ
う
に
、
「
植
物
に
つ
い
て
頭
を
ひ
ね
」
り
、
「
秋

の
七
草
」
の
名
を
数
え
、
「
A
プ
ラ
ス
B
の
二
乗
の
公
式
」
を
諭
し
た
り
し
た
。
洋

画
家
の
部
屋
に
入
る
と
、
彼
の
近
作
に
対
し
て
「
友
人
に
言
葉
を
さ
し
は
さ
む
余

裕
」
を
与
え
な
い
ほ
ど
館
舌
を
ふ
る
い
、
将
棋
を
い
ど
む
が
、
や
が
て
そ
れ
に
も

疲
れ
る
。
友
人
の
「
寝
床
の
な
か
へ
も
ぐ
り
込
」
む
と
、
「
か
な
し
い
影
」
が
「
お

れ
の
胸
を
か
す
め
る
。
」
「
と
て
も
こ
の
ま
ま
で
は
な
ら
ぬ
。
お
れ
は
動
い
て
ゐ
な

け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
」
と
思
い
、
彼
は
「
枕
元
に
散
ら
ば
っ
て
あ
っ
た
鼻
紙
」
で

「
折
紙
細
工
」
を
始
め
る
の
で
あ
る
。

ま
づ
こ
の
紙
を
対
角
線
に
沿
う
て
二
つ
に
折
っ
て
、
そ
れ
を
ま
た
二
つ
に
畳
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ん
で
、
か
う
や
っ
て
袋
を
作
っ
て
、
そ
れ
か
ら
、
こ
ち
ら
の
端
を
折
っ
て
、
こ

れ
は
翼
、
こ
ち
ら
の
端
を
折
っ
て
、
こ
れ
は
く
ち
ば
し
、
か
う
い
ふ
工
合
ひ
に

ひ
っ
ぱ
っ
て
、
こ
こ
の
ち
ひ
さ
い
孔
か
ら
ぷ
っ
と
息
を
吹
き
こ
む
の
で
あ
る
。

」
れ
は
、
鶴
。

八
お
れ
V
は
妻
の
過
去
の
八
性
V
の
秘
密
を
知
っ
て
衝
撃
を
受
け
、
そ
の
事
実

を
記
憶
の
中
か
ら
追
放
し
よ
う
と
さ
ま
ざ
ま
に
試
み
る
。
し
か
し
、
記
憶
は
八
お

れ
V
に
つ
い
て
離
れ
ず
、

八
お
れ
V
の
心
を
さ
い
な
む
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

八
お
れ
V
は
始
終
動
い
て
い
よ
う
と
す
る
が
、

つ
い
に
は
紙
を
折
る
と
い
う
空
し

い
行
為
の
中
に
己
を
収
数
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、
こ
の
掌
問
中
で
唯
一
、

こ
の
一
節
だ
け
が
こ
の
よ
う
な
生
命
感
の
な
い
文
体
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
す
で
に
、
妻
の
告
白
に
衝
撃
を
受
け
、
さ
ま
ざ
ま
に
動
き
ま
わ
る
八
お
れ
V



を
語
っ
て
い
た
と
き
の
、
感
情
の
な
ま
な
ま
し
い
発
露
は
な
い
。
こ
こ
だ
け
が
、

感
情
の
欠
落
し
た
、
い
わ
ば
「
無
機
的
な
文
体
」
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
は
、

記
憶
を
消
し
去
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
の
果
て
に
、

八
お
れ
V
の
心
に
一
種

の
八
空
白
V
が
訪
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

〈
お
れ
V
が
折
っ
た
の
は

八
鶴
V
だ
っ
た
の
に
、
作
品
の
表
題
は
八
紙
の
鶴
V
と
い
う
生
命
感
の
な
い
言
葉

に
変
質
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
表
題
で
八
お
れ
〉
の
心
の
八
空
白
V
や
八
空
虚
V

を
示
唆
し
た
か
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
太
宰
治
に
と
っ
て
、
初
代
を
芸
者
の
境

遇
か
ら
救
い
出
し
て
結
婚
す
る
こ
と
は
、
ど
こ
か
で
彼
の
革
命
的
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に

つ
な
が
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
八
無
垢
V
な
ま
ま
救
い
出
し
た
と
信
じ
て
い
た
初

代
が
他
の
男
に
汚
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
の
幼
い
革
命
理
念
を
根
底
か

ら
つ
き
崩
す
衝
撃
で
あ
っ
た
。
八
お
れ
V
の
心
の
八
空
白
V
と
は
、
す
な
わ
ち
、

妻
の
過
去
の
八
性
V
を
知
っ
た
あ
と
の
、
敗
北
感
に
も
似
た
太
宰
治
自
身
の
心
の

中
の
八
虚
無
V
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

* 

「
水
車
」
は
、
「
憎
く
て
た
ま
ら
ぬ
異
性
に
で
な
け
れ
ば
関
心
を
も
て
な
い
」
不

幸
な
男
女
の
物
語
で
あ
る
。

女
は
け
ふ
も
郊
外
の
男
の
家
を
訪
れ
て
、
男
の
言
葉
の
一
つ
一
つ
に
訳
の
わ
か

ら
ぬ
瑚
笑
を
浴
び
せ
た
の
で
あ
る
。
男
は
、
女
の
執
助
な
侮
辱
に
対
し
て
、
い

ま
こ
そ
腕
力
を
用
ゐ
ょ
う
と
決
心
し
た
。
女
も
そ
れ
を
察
し
て
身
構
へ
た
。
か

う
い
ふ
せ
つ
ぱ
つ
ま
っ
た
わ
な
な
き
が
、
二
人
の
ゆ
が
め
ら
れ
た
愛
欲
を
あ
ふ

り
た
て
た
。
男
の
力
は
ち
が
っ
た
形
式
で
行
は
れ
た
。
め
い
め
い
の
か
ら
だ
を

取
り
返
し
た
と
き
、
二
人
は
み
ぢ
ん
も
愛
し
合
っ
て
ゐ
な
い
事
実
を
は
っ
き
り

知
ら
さ
れ
た
。

女
と
一
緒
に
家
を
出
た
男
は
、
「
女
の
あ
と
を
追
っ
て
こ
こ
ま
で
歩
い
て
」
来
た

わ
け
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
。
最
初
は
女
へ
の
「
み
れ
ん
」
か
と
疑
う
。
し
か
し
、
そ

の
う
ち
「
解
決
の
た
め
だ
。
い
や
な
言
葉
だ
け
れ
ど
、
あ
と
し
ま
つ
の
た
め
だ
」
と

い
う
「
言
ひ
わ
け
」
を
見
つ
け
る
。
二
人
は
歩
き
な
が
ら
、
お
互
い
に
「
妥
協
の

許
さ
ぬ
反
発
」
と
「
以
前
に
ま
し
た
憎
悪
」
を
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て
男
は
、
「
女

の
か
ら
だ
ぢ
ゅ
う
か
ら
、
我
慢
で
き
ぬ
い
や
な
臭
ひ
が
流
れ
て
出
て
く
る
や
う
に
」

感
じ
な
が
ら
、
「
解
決
」
の
た
め
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
。

O
か
ん
に
ん
し
て
下
さ
い
、
と
ひ
く
く
女
に
唱
け
ば
、
何
か
月
な
み
の
解
決
が
つ

き
さ
う
に
も
思
は
れ
る
。
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O
い
っ
そ
、
け
っ
こ
ん
し
よ
う
か
。
い
や
、
ほ
ん
た
う
は
け
っ
こ
ん
し
な
い
の
だ

O 
が
、
あ
と
し
ま
つ
の
た
め
に
そ
ん
な
相
談
を
し
か
け
て
み
る
の
だ
。

逃
げ
よ
う
。
解
決
も
な
に
も
要
ら
ぬ
。
(
略
)
ど
う
せ
男
は
か
う
い
ふ
も
の

だ
。
逃
げ
よ
う
。

O
た
っ
た
ひ
と
こ
と
言
っ
て
や
ら
う
か
。
お
れ
は
口
外
し
な
い
よ
、
と
。
(
略
)
そ

れ
と
も
、
か
う
言
っ
て
や
ら
う
か
。
令
嬢
の
生
涯
に
い
ち
ど
、
奥
様
の
生
涯
に

い
ち
ど
、
そ
れ
か
ら
、
母
親
の
生
涯
に
い
ち
ど
、
誰
に
も
あ
る
こ
と
で
す
。
よ

い
け
っ
こ
ん
を
な
さ
い
。

し
か
し
、
男
は
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
を
も
実
行
し
な
い
。
そ
し
て
と
う
と
う
立
ち

ど
ま
り
、
「
女
が
泣
い
て
も
ゐ
な
い
ら
し
い
の
を
い
ま
い
ま
し
く
思
ひ
な
が
ら
」
あ

た
り
を
見
廻
す
の
で
あ
る
。
最
後
は
次
の
よ
う
に
結
ぼ
れ
る
。



ぢ
き
左
側
に
男
の
好
ん
で
散
歩
に
来
る
水
車
小
屋
が
あ
っ
た
。
水
車
は
閣
の
な

か
で
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
ま
は
っ
て
ゐ
た
。
女
は
、
く
る
っ
と
男
に
背
を
む
け

て
、
ま
た
歩
き
だ
し
た
。
男
は
煙
草
を
く
ゆ
ら
し
な
が
ら
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。

呼
び
と
め
よ
う
と
し
な
い
の
だ
。

男
は
漫
然
と
そ
の
場
に
止
ま
っ
た
の
で
は
な
い
。
「
踏
み
と
ど
ま
っ
た
。
呼
び

と
め
よ
う
と
し
な
い
の
だ
」
と
は
、
明
ら
か
に
ひ
と
つ
の
意
志
表
示
・
意
志
決
定

の
言
葉
で
あ
る
。
男
は
は
っ
き
り
と
、
女
を
追
う
こ
と
を
断
念
し
た
の
だ
。
「
解

決
」
の
た
め
の
全
て
の
方
策
を
放
棄
し
た
の
で
あ
る
。
「
解
決
も
な
に
も
要
ら
ぬ
」

と
思
っ
た
だ
け
で
は
な
い
。
「
逃
げ
よ
う
」
と
も
思
わ
な
い
の
だ
。
彼
は
、
聞
の
中

の
水
車
が
ど
の
よ
う
な
小
細
工
を
弄
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
、
「
ゆ
っ
く
り
ゆ
っ

く
り
ま
は
っ
て
」
い
る
の
を
見
た
と
き
、

八
解
決
V
の
た
め
の
一
切
の
小
賢
し
い

方
策
を
放
棄
し
、
全
て
を
な
る
よ
う
に
な
れ
と
、
運
命
に
任
せ
た
の
で
あ
る
。
た

と
え
ど
ん
な
に
八
女
V
に
罵
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
、
ど
ん
な
に
社
会
的
指
弾

を
浴
び
よ
う
と
、
あ
る
い
は
ま
た
、
明
日
以
降
も
八
女
V
と
の
憎
悪
に
み
ち
た
愛

の
泥
招
に
の
め
り
こ
ん
で
行
く
こ
と
に
な
ろ
う
と
、
そ
の
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら

な
い
運
命
を
、
な
っ
た
が
ま
ま
に
半
ば
自
棄
的
に
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
の

だ
。
そ
こ
に
見
え
る
の
は
、
自
己
決
定
力
を
放
棄
し
、
身
を
運
命
に
ゆ
だ
ね
て
し

ま
っ
た
男
の
、
開
き
な
お
り
、
さ
さ
く
れ
だ
っ
て
し
ま
っ
た
〈
心
〉
で
あ
る
。
男

は
、
心
ま
で
〈
水
車
V
の
よ
う
に
無
心
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

〈
水
車
・
V
は

全
て
の
方
策
を
放
棄
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
作
品
で
も
ま
た
、
男
女
の
〈
性
V
の
在
り
ょ
う
を
通
じ
て
、
男
の
荒
廃
し

た
心
を
は
っ
き
り
と
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
誕
生
」
「
紙
の
鶴
」
「
水
車
」
と
も
、

一
対
の
男
女
の
不
毛
な
八
性
V
を

描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ず
れ
も
男
の
八
生
V
の
不
毛
と
頼
廃
を
浮
き
彫
り
に
し

て
い
る
。
八
性
V
を
手
段
に
し
て
八
生
V
の
虚
無
を
描
く
と
い
う
「
此
の
夫
婦
」

で
用
い
た
手
法
が
、
こ
の
三
筒
で
は
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
て
機
能
し
て
い
る
と
言
つ

て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
八
陰
火
V
と
は
、

一
対
の
男
女
の
八
性
V

の
深
淵
で
不
気
味
に
ゆ
ら
め
く
鬼
火
の
謂
い
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
男

と
女
の
翻
廃
的
な
八
性
V
を
青
白
く
照
ら
し
出
し
な
が
ら
、

八
死
V
を
迎
え
た
か

の
よ
う
な
男
た
ち
の
虚
無
的
な
八
生

Y
と
〈
心
V
を
、
じ
り
じ
り
と
あ
ぶ
り
出
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

八
三
V

「
尼
」
の
主
人
公
八
僕
V
に
は
、
八
性
V
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
い
な
い
。
従
っ
て
、

彼
の
八
性
V
が
語
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
八
尼
V
と
八
如
来
V
と
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い
う
一
対
の
〈
性
〉
が
、
〈
僕
V
に
な
り
か
わ
っ
て
、

八
位
V
や
前
三
篇
の
男
た

ち
の
八
生
V
の
意
味
を
、
換
言
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
男
た
ち
に
仮
託
さ
れ
た
太
宰

治
の
八
生
V
の
意
味
を
語
っ
て
く
れ
る
。
語
る
の
は
主
に
八
尼
V
で
あ
る
。

八
尼
〉
は
九
月
二
十
九
日
の
「
夜
の
十
一
時
半
こ
ろ
」
、
八
僕
V
の
部
屋
に
現
わ

れ
た
。
八
僕
V
は
「
あ
と
一
日
が
ま
ん
を
し
て
十
月
に
な
っ
て
か
ら
質
屋
へ
行
け

ば
、
利
子
が
ひ
と
月
分
ま
う
か
る
と
思
」
い
、
「
煙
草
も
の
ま
ず
に
そ
の
日
い
ち
に

ち
寝
て
ば
か
り
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
現
わ
れ
た
八
尼
V
に
八
僕
V
は
次
の
よ
う
に

反
応
す
る
。

僕
は
、
あ
あ
妹
だ
な
と
思
っ
た
の
で
、
お
は
ひ
り
と
言
っ
た
。
(
略
)
だ
し
ぬ

け
に
恐
怖
が
襲
っ
た
。
息
が
と
ま
っ
て
、
眼
さ
き
が
ま
つ
く
ろ
に
な
っ
た
。

「
よ
く
似
て
ゐ
る
が
、
あ
な
た
は
妹
ぢ
ゃ
な
い
の
で
す
ね
。
」
は
じ
め
か
ら
僕



に
は
妹
な
ど
い
な
か
っ
た
の
だ
な
、
と
そ
の
と
き
は
じ
め
て
気
が
つ
い
た
。

こ
の
あ
と
八
尼
V
は
八
僕
V
に
「
お
ふ
み
さ
ま
」
を
読
ん
で
き
か
せ
る
が
、
間

い
て
い
た
八
僕
V
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

誰
と
も
わ
か
ら
ぬ
ひ
と
の
訪
問
を
鷲
き
も
し
な
け
れ
ば
好
奇
心
も
起
さ
ず
、
な

ん
に
も
聞
か
な
い
で
、
か
う
し
て
眼
を
つ
ぶ
っ
て
ら
く
ら
く
と
話
し
合
へ
る
と

い
ふ
こ
と
が
、
僕
も
そ
ん
な
男
に
な
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
う
れ
し
い
の
で
す
。

八
位
V
に
は
妹
な
ど
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
八
尼
V
を
妹
だ
と
思
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
ま
た
、
見
ず
知
ら
ず
の
八
尼
〉
の
訪
問
を
、
ど
う
し
て
八
僕
V
は
こ
の

よ
う
に
自
然
に
受
け
容
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
満
足
な
筋
立
て
も
な

く
、
徹
底
的
に
〈
お
伽
噺
V
風
に
仕
立
て
ら
れ
た
こ
の
作
品
で
は
、
登
場
人
物
た

ち
の
言
動
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
を
象
徴
化
し
て
考
察
し
て
い
く
し
か
な
い
。
た
ぷ

ん
作
者
は
、

八
尼
V
を
妹
と
見
間
違
い
さ
せ
、
〈
僕
V
の
八
尼
V
へ
の
心
理
的
陣

壁
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
、
八
僕
V
の
八
尼
V
へ
の
親
近
感
を
示
し
、
さ
ら
に
は
、

八
僕
V
の
八
尼
V
へ
の
人
物
移
行
を
試
み
、
完
了
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
「
僕
も
そ
ん

な
男
に
な
れ
た
と
い
ふ
こ
と
が
、
う
れ
し
い
」
と
い
う
述
懐
ゃ
、
質
屋
の
利
子
を

気
に
し
な
が
ら
生
き
る
荒
涼
と
し
た
生
活
ぶ
り
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
八
僕
〉
が
太

宰
治
の
分
身
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
こ
の
あ
と

八
尼
V
は、

八
僕
V
に
「
お
伽
噺
」
と
し
て
「
蟹
の
話
」
を
語
る
が
、

八
尼
V
の

語
る
「
蟹
の
話
」
も
ま
た
、
太
宰
治
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な
い
。
つ

ま
り
八
尼
V
は
、
太
宰
治
の
分
身
で
あ
る
八
僕
V
を
前
に
、

八
僕
V
に
な
り
代
わ

っ
て
太
宰
治
を
語
る
存
在
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
「
お
伽

噺
」
を
語
る
の
は
八
尼
V
で
あ
っ
て
、
実
は
八
僕
V
で
も
あ
る
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
で
、
「
お
伽
噺
」
に
進
む
前
に
、
八
尼
V
の
も
つ
も
う
ひ
と
つ
の
属
性
を

見
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

八
僕
V
に
人
物
移
行
す
る
前
の
八
尼
V
は
、
や
は
り

八
女
性
V
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
て
登
場
し
て
い
る
か
ら
だ
。
〈
尼
V
は
「
喉

や
何
か
は
ひ
ど
く
き
れ
い
な
の
に
」
、
「
爪
が
二
分
ほ
ど
も
伸
び
て
、
指
の
節
は
黒

く
し
な
び
て
ゐ
た
」
と
さ
れ
る
。
八
僕
V
が
「
あ
な
た
の
手
は
ど
う
し
て
そ
ん
な

に
汚
い
の
で
す
」
と
問
う
と
、
八
尼
V
は
「
汚
い
こ
と
を
し
た
か
ら
で
す
」
と
答

え
て
、
「
お
ふ
み
さ
ま
」
を
読
む
こ
と
に
な
る
。

夫
人
間
ノ
浮
生
ナ
ル
相
ヲ
ツ
ラ
ツ
ラ
観
ズ
ル
ニ
、
オ
ホ
ヨ
ソ
ハ
カ
ナ
キ
モ
ノ
ハ
、

コ
ノ
世
ノ
始
中
終
マ
ボ
ロ
シ
ノ
ゴ
ト
ク
ナ
ル
一
期
ナ
リ
、
(
時
)
夫
女
人
ノ
身
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ハ
、
五
障
三
従
ト
テ
、

ヲ
ト
コ
ニ
マ
サ
リ
テ
、
ヵ
カ
ル
フ
カ
キ
ツ
ミ
ノ
ア
ル
ナ

リ
(
後
略
)
。

八
尼
V
は
こ
の
一
節
を
「
て
れ
く
さ
く
て
読
ま
れ
る
も
の
か
」
「
馬
鹿
ら
し
い
」

と
言
い
つ
つ
読
む
が
、
作
者
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
一
節
を
ぬ
き
出
し
て
〈
尼
V
に
読

ま
せ
た
理
由
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
女
人
」
を
八
男
に
ま
さ
り
て
深
き
罪
あ
る
も

の
V
と
断
ず
る
担
拠
を
、
す
で
に
作
者
は
「
誕
生
」
「
紙
の
鶴
」
「
水
車
」
の
三
筒

で
提
出
ず
み
だ
か
ら
だ
。
女
を
八
深
き
罪
あ
る
も
の
V
と
す
る
思
想
は
、
こ
の
三

筒
で
演
じ
ら
れ
た
女
た
ち
の
〈
性
V
を
ぬ
き
に
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
従
っ
て

ま
た
、
「
汚
い
こ
と
を
し
た
」
と
い
う
八
尼
V
の
一
言
葉
も
、
彼
女
た
ち
の
八
性
V
ぬ

き
に
は
解
釈
で
き
な
い
。
八
尼
V
は
彼
女
た
ち
の
犯
し
た
八
性
V
の
汚
点
を
負
う

も
の
と
し
て
も
造
形
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
「
ハ
カ
ナ
キ
モ
ノ
ハ
(
略
)
マ
ボ
ロ
シ
ノ

ゴ
ト
ク
ナ
ル
一
期
ナ
リ
」
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
仏
教
思
想
は
、

そ
の
よ
う
な



八
女
V
た
ち
の
八
性
V
を
く
ぐ
り
ぬ
け
た
果
て
の
八
男
〉
の
精
神
の
空
白
、
な
い

し
は
、
諦
観
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
て
、
八
尼
V
の
語
る
「
お
伽
噺
」
は
こ
の
掌
篇
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

あ
あ
、
そ
の
大
蟹
に
比
較
す
れ
ば
、
小
さ
く
て
小
さ
く
て
、
見
る
か
げ
も
な
い

ま
づ
し
い
蟹
が
、
い
ま
北
方
の
海
原
か
ら
恥
を
忘
れ
て
う
か
れ
出
た
。
月
の
光

に
み
せ
ら
れ
た
の
で
す
。
砂
漬
へ
出
て
み
て
、
彼
も
ま
た
お
ど
ろ
い
た
の
で
し

た
。
こ
の
影
は
、
こ
の
ひ
ら
べ
っ
た
い
醜
い
影
は
、
ほ
ん
た
う
に
お
れ
の
影
で

あ
ら
う
か
。
お
れ
は
新
し
い
男
で
あ
る
。
し
か
し
、
お
れ
の
影
を
見
給
へ
。
も

う
は
や
、
お
し
つ
ぶ
さ
れ
か
け
て
ゐ
る
。
お
れ
の
甲
羅
は
こ
ん
な
に
不
恰
好
な

の
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
に
弱
弱
し
か
っ
た
の
だ
ら
う
か
。
(
略
)
お
れ
に
は
、
才

能
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
い
や
、
い
や
、
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
を

か
し
い
才
能
だ
。
世
わ
た
り
の
才
能
と
い
ふ
も
の
だ
。
お
前
は
原
稿
を
売
り
込

む
の
に
、
編
輯
者
へ
ど
ん
な
色
目
を
つ
か
っ
た
か
。
(
略
)
甲
羅
が
う
づ
く
。
か

ら
だ
の
水
気
が
乾
い
た
や
う
だ
。
こ
の
海
水
の
に
ほ
ひ
だ
け
が
、
お
れ
の
た
つ

た
ひ
と
つ
の
と
り
え
だ
っ
た
の
に
。
潮
の
香
が
う
せ
た
な
ら
、
あ
あ
、
お
れ
は

消
え
も
い
り
た
い
。
も
い
ち
ど
海
へ
は
ひ
ら
う
か
。
海
の
底
の
底
の
底
へ
も
ぐ

ら
う
か
。
な
つ
か
し
き
は
昆
布
の
森
。
遊
牧
の
魚
の
群
。
小
蟹
は
、
あ
へ
ぎ
あ

へ
ぎ
砂
漬
を
よ
ろ
ば
ひ
歩
い
た
の
で
し
た
。

「
北
方
の
海
原
」
か
ら
浮
か
れ
出
た
「
蟹
」
と
は
も
ち
ろ
ん
太
宰
治
の
分
身
で

あ
る
。
「
砂
漬
」
と
は
、
自
身
の
思
想
と
才
能
を
実
現
す
べ
く
意
気
揚
々
と
乗
り
出

し
て
行
っ
た
、

八
他
者
V
た
ち
の
住
む
世
界
で
あ
る
。
海
底
深
く
ゆ
ら
ゆ
ら
揺
ら

い
で
い
る
「
昆
布
の
森
」
と
は
、

八
他
者
V
に
出
会
う
前
の
融
和
に
満
ち
た
な
つ

か
し
の
八
故
郷
V
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
蟹
」
が
「
砂
漬
」
に
出
て
来
て
見

い
出
し
た
も
の
は
、

八
他
者
V
の
た
め
に
「
お
し
つ
ぶ
さ
れ
か
け
て
ゐ
る
」
自
分

の
「
醜
い
影
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
本
当
に
、
「
お
れ
の
影
で
あ
ら
う
か
」
と
疑
つ

て
は
見
て
も
、

八
他
者
V
の
中
に
見
い
出
し
た
自
己
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
卑
小
で

「
弱
々
し
」
く
、
「
不
恰
好
な
」
存
在
で
し
か
な
い
。
「
た
っ
た
ひ
と
つ
の
と
り
え
だ

っ
た
」
「
海
水
の
に
ほ
ひ
」
、

つ
ま
り
、
彼
が
八
故
郷
V
の
中
で
自
然
に
育
ん
だ
雰

囲
気
、
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
が
も
っ
て
い
た
精
神
の
美
し
さ
も
純
粋
さ
も
、
八
他

者
V
た
ち
の
世
界
の
中
で
見
る
か
げ
も
な
く
ひ
か
ら
び
、
萎
び
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

彼
は
「
見
布
の
森
」
へ
帰
る
こ
と
を
夢
想
す
る
が
、
太
宰
治
の
実
生
活
に
即
し
て

言
え
ば
、
す
で
に
昭
和
五
年
の
「
分
家
除
籍
」
以
来
、
彼
は
〈
故
郷
V
ヘ
足
を
踏

み
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
は
ず
だ
。

こ
こ
に
は
、
彼
が
何
に
「
お
し
つ
ぶ
さ
れ
」
、
ど
う
し
て
そ
の
「
弱
々
し
」
さ
を
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自
覚
し
た
の
か
、
具
体
的
な
こ
と
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で

語
ら
れ
て
い
る
の
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
青
春
後
期
以
降
、
太
宰
治
が
八
他
者
V
の

世
界
で
喫
し
た
無
残
な
敗
北
の
姿
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
彼
が

本
格
的
に
八
他
者
V
と
出
会
い
、
自
己
を
客
体
化
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
に
最
も

力
が
あ
っ
た
の
は
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
本
格
的
に
出

会
っ
た
の
が
昭
和
二
年
。
太
宰
治
の
革
命
意
識
が
最
も
高
揚
し
て
い
た
の
は
た
ぶ

ん
東
大
に
入
学
し
た
昭
和
五
年
の
春

1
秋
に
か
け
て
の
頃
で
あ
る
。
し
か
し
、
同

年
秋
の
小
山
初
代
の
出
奔
を
契
機
と
す
る
分
家
除
籍
処
分
、
鎌
倉
で
の
心
中
未
遂
、

左
翼
か
ら
の
脱
落
意
識
の
刻
印
、
白
首
、
と
続
く
約
二
年
間
の
出
来
事
は
、
太
宰

治
の
心
に
決
定
的
な
敗
北
感
と
挫
折
感
を
与
え
て
い
た
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
彼
の

幼
い
革
命
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
崩
頃
を
も
意
味
し
て
い
た
。
彼
が
、
「
お
し
つ

ぶ
さ
れ
か
け
て
ゐ
る
」
自
分
の
「
醜
い
影
」
を
意
識
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ひ



と
つ
に
は
こ
の
敗
北
感
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
の

も
う
ひ
と
つ
の
頼
み
で
あ
っ
た
文
学
も
、
政
治
運
動
と
絶
縁
す
る
ま
で
は
、
明
瞭

な
形
を
と
っ
て
結
晶
す
る
に
は
到
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
も
彼
は
、
「
お
れ

に
は
、
才
能
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
」
と
い
う
不
安
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
。
要
す
る
に
、
彼
は
「
砂
部
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
八
他
者
V
た
ち
の
世
界
で
、
マ

ル
キ
シ
ズ
ム
に
敗
北
し
、
文
学
に
頓
挫
し
て
い
た
の
だ
。
こ
の
掌
篇
の
冒
頭
で

八
伐
V
の
荒
涼
た
る
生
活
を
垣
間
見
せ
た
作
者
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
挫
折
と
敗

北
を
、
八
尼
V
に
「
お
伽
噺
」
凪
に
活
?
っ
せ
た
の
で
あ
る
。
挫
折
し
た
八
僕
H
太

宰
治
V
に
は
、
も
う
明
確
な
生
の
方
向
も
見
え
て
こ
な
い
。
彼
は
「
古
事
記
」
の

歌
話
に
託
し
て
「
こ
の
蟹
ゃ
、
何
処
の
蟹
。
(
略
)
横
去
ら
ふ
。
何
処
に
到
る
」
と

う
た
う
し
か
な
い
。
ど
こ
に
到
る
の
か
、
自
身
で
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
「
あ
へ
ぎ
あ

へ
ぎ
砂
漬
を
よ
ろ
ば
ひ
歩
」
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
以
上
の
八
挫
折
V
と
八
不
安
V
を
語
っ
た
八
尼
V
は
、
い
か
に
も

「
お
伽
噺
」
凪
に
、
「
十
二
時
」
に
な
る
と
あ
わ
て
て
眠
っ
て
し
ま
い
、
八
如
来
V

と
交
替
す
る
。
こ
の
掌
簡
で
の
唯
一
の
八
性
〉
の
ぺ
ア
ー
で
あ
る
〈
尼
V
と
八
如

来
V
は
こ
の
あ
と
も
す
れ
違
う
だ
け
で
、
決
し
て
同
じ
舞
台
に
立
つ
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
は
あ
た
か
も
、
前
三
篇
の
男
女
の
〈
心
V
が
、
す
れ
違
う
だ
け
で
、

つ
い
に

一
度
と
し
て
重
な
り
あ
う
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
と
符
合
し
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
る
。
さ
て
、
登
場
し
た
〈
如
来
V
は
仏
と
し
て
の
気
品
や
気
高
さ
を
微
塵
も
も

っ
て
い
な
い
。

如
来
は
い
く
ぶ
ん
、
い
や
、
お
ほ
い
に
痩
せ
こ
け
て
ゐ
た
。
肋
骨
が
一
本
一
本

浮
き
出
て
ゐ
て
、
鎧
扉
の
や
う
で
あ
っ
た
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
褐
色
の
布
を
腰
の
ま

は
り
に
つ
け
て
ゐ
る
だ
け
で
素
裸
で
あ
っ
た
。
か
ま
き
り
の
や
う
に
痩
せ
細
つ

た
手
足
に
は
蜘
駄
の
巣
や
煤
が
い
っ
ぱ
い
つ
い
て
ゐ
た
。
(
略
)
顔
は
こ
ぶ
し
ほ

ど
の
大
き
さ
で
、
鼻
も
限
も
わ
か
ら
ず
、
た
だ
く
し
ゃ
く
し
ゃ
と
般
に
な
っ
て

ゐ
た
。

八
如
来
V
の
こ
の
異
様
で
み
す
ぼ
ら
し
い
風
体
は
、
直
接
的
に
は
八
尼
V
の

八
汚
れ
た
手
V
と
対
応
し
て
い
る
。
女
が
汚
れ
て
い
た
分
だ
け
、
男
も
貧
相
な
わ

け
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た
、
蟹
に
託
さ
れ
た
太
宰
治
の
敗
北
感
と
も
照
応
し

て
い
る
。
挫
折
に
よ
る
心
の
ダ
メ
ー
ジ
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
そ
の
凪
体
や
容

貌
も
そ
れ
に
見
合
う
よ
う
に
、

み
す
ぼ
ら
し
く
貧
相
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

八
如
来
V
の
風
体
は
、
蟹
の
「
醜
い
影
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
男
の
敗
北

と
、
そ
れ
に
伴
う
惨
め
な
〈
心
V
を
表
徴
し
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
〈
如
来
V
は、
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八
生
き
た
象
V
に
乗
り
た
か
っ
た
の
に
、
実
際
に
は
、
樟
脳
を
つ
め
た
〈
死
ん
だ

象
V
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
た
。
こ
の
八
死
ん
だ
象
V
は
、
当
然
、
八
如
来
V
の
精

神
そ
の
も
の
の
八
死
V
を
暗
示
し
て
い
る
。
敗
北
の
後
に
や
っ
て
来
た
精
神
の
死

で
あ
る
。
八
尼
V
の
八
汚
れ
た
手
V
が
女
た
ち
の
八
性
〉
の
汚
点
を
暗
示
し
て
い

た
よ
う
に
、
八
如
来
V
の
異
様
な
風
体
と
八
死
ん
だ
象
V
は
、
前
三
篇
の
男
た
ち

の
、
そ
し
て
作
者
太
宰
治
自
身
の
八
死
せ
る
心
V
を
表
徴
し
て
い
る
の
だ
。

最
後
に
如
来
は
、
い
か
に
も
太
宰
風
な
軽
薄
な
「
気
取
り
」
を
撒
き
散
ら
し
て

退
散
す
る
。
残
さ
れ
た
八
尼
〉
は
、
「
眠
っ
た
ま
ま
で
に
こ
に
こ
笑
っ
て
ゐ
た
。
」

そ
の
笑
い
は
八
枕
惚
V
と
も
八
侮
辱
V
と
も
八
無
心
V
と
も
八
詣
い
V
と
も
八
喜

悦
V
と
も
、

い
か
よ
う
に
も
と
れ
る
不
可
思
議
な
笑
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち

八
尼
V
は
だ
ん
だ
ん
ち
い
さ
く
な
り
、

つ
い
に
は
「
二
寸
ほ
ど
の
人
形
」
に
な
っ

て
し
ま
う
。
八
僕
V
は
そ
の
「
人
形
」
を
し
さ
い
に
調
べ
、
「
人
形
」
の
「
墨
染
め

の
こ
ろ
も
の
す
そ
を
か
る
く
吹
い
た
り
」
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、



八
僕
V
が
何
を
し
よ
う
と
、
そ
れ
は
も
は
や
何
の
反
応
も
示
さ
な
い
。
い
わ
ば
一

種
の
物
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
八
敗
北
V
と
八
挫
折
V
の
あ
と
に
や
っ
て

き
た
も
の
は
、
伺
ご
と
に
も
反
応
し
な
い
、
無
機
質
で
、
無
感
動
な
精
神
の
空
白

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
人
形
に
な
っ
た
八
尼
V
は、

八
女
V
か
ら
再
度
八
僕
V
に
人

物
移
行
し
、
そ
の
無
感
動
な
精
神
の
空
白
を
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
無
機
的
で
無
感
動
な
精
神
は
、
「
誕
生
」
の
男
が
も
っ
て
い
た
精
神
の

八
虚
無
V
に
通
じ
て
い
る
。
「
誕
生
」
の
男
の
八
虚
無
V
は
、
八
紙
の
鶴
↓
水
車
↓

尼
V
と
八
逆
行
V
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
に
し
う
る
し
、
「
尼
」
か
ら
「
誕

生
」
へ
と
八
遡
行
V
し
て
見
て
い
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に

し
で
も
、
「
尼
」
で
示
さ
れ
た
精
神
の
空
白
は
、
「
誕
生
」
に
お
け
る
精
神
の
虚
無

へ
と
循
環
す
る
こ
と
で
作
品
と
し
て
完
結
す
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
を
支

え
て
い
る
の
は
、

八
性
〉
を
手
段
に
し
て
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
敗
北
し
た
あ
と
の

八
生
V
の
不
毛
と
額
廃
を
描
く
と
い
う
、
「
此
の
夫
婦
」
で
用
い
た
手
法
を
よ
り
高

度
に
洗
練
さ
せ
た
、
太
宰
治
の
方
法
意
識
で
あ
っ
た
。

八
註
V

(
1
)
 

「
無
間
奈
落
」
と
「
虎
徹
宵
話
」
の
執
筆
時
期
は
、
山
内
祥
史
編
『
太
宰

治
全
集
』
ロ
(
筑
摩
書
一
厨
)
の
「
解
題
」
に
拠
る
。

(
2
)
平
岡
敏
男
「
太
宰
治
の
学
生
時
代
」
(
『
国
文
学
』

一
九
六
三
年
四
月
三

(
3
)
山
内
祥
史
「
陰
火
」
(
『
太
宰
治
必
携
』
学
燈
社
、

一
九
八
一
年
三
月
三

(
4
)
註
1
の
『
全
集
」

1
の
「
解
題
」
に
拠
る
。

(
5
)
奥
野
健
男
『
晩
年
』
(
新
潮
文
庫
)
の
「
解
説
」
。

(
6
)
「
陰
火
」
も
、
『
晩
年
』
に
収
め
ら
れ
た
他
の
多
く
の
実
験
小
説
同
様
、
い
わ

ゆ
る
「
旧
稿
」
を
加
筆
・
再
構
成
し
て
出
来
あ
が
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
だ
と

す
れ
ば
、
「
陰
火
」
の
脱
稿
は
ご
応
、
昭
和
八
年
十
月
と
、
推
測
」
で
き
る
に

し
で
も
、
「
誕
生
」
は
そ
れ
以
前
に
、
早
け
れ
ば
、
卒
業
予
占
応
の
昭
和
八
年
三
月

よ
り
も
前
に
執
筆
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。

(
7
)
服
部
康
喜
「
太
宰
『
陰
火
』
論

l

風
景
の
深
層

l
l
」
(
『
活
水
日
文
』
第

ム
ハ
閏
守
、

一
九
八
二
年
三
月
三

(
8
)
拙
稿
「
太
宰
治
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
と
転
向
」
(
『
兵
庫
教
育
大
学

近

代
文
学
雑
志
h

一
九
九

O
年
一
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
9
)
こ
の
く
だ
り
は
、
こ
の
女
が
「
奥
様
」
に
な
っ
て
、
つ
ま
り
「
誕
生
」
に
お

け
る
八
妻
V
と
な
っ
て
、
も
う
一
度
八
性
V
の
過
ち
を
犯
す
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
誕
生
」
の

八
妻
V
は
間
違
い
な
く
「
水
車
」
の
女
の
延
長
上
に
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る。
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(
叩
)
こ
れ
が
連
如
上
人
の
書
簡
集
「
御
ふ
み
」
で
あ
る
こ
と
を
、
停
馬
義
澄
氏

(
「
『
陰
火
』
論
」
〈
『
解
釈
と
鑑
賞
』
一
九
八

O
年

二

月

V
)
と
赤
木
ア
£
ι氏

(
「
太
宰
治
『
陰
火
』
論
そ
の
《
陰
火
》
的
な
る
も
の

l
l
」
八
『
国
士
館

大
学
国
文
学
論
輯
』
第
十
号

一
九
八
九
年
三
月
)
が
指
摘
し
て
い
る
。

(
日
)
赤
木
孝
之
氏
は
註
叩
の
論
文
の
中
で
、
こ
の
「
汚
い
こ
と
」
を
、
「
恐
ら
く

は
性
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
(
略
)
女
の

性
の
悲
し
さ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
筆
者
も
こ
の
一
節
に

示
唆
を
う
け
た
。

(
ロ
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
註
8
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
が

太
宰
治
の
精
神
に
与
え
た
影
響
と
傷
痕
は
、
決
し
て
通
り
一
遍
の
も
の
で
は
な

、
コ

.. 
。

ふ
H
H

，

ふ
'
h

以

上


