
梶
井
基
次
郎
『
の
ん
き
な
患
者
』
論

1

身

体

と

他

者

を

　

め

　

ぐ

る

物

語

　

－

谷
彰

梶
井
基
次
郎
の
遺
作
と
な
っ
た
『
の
ん
き
な
患
者
』
は
、
彼
の
処
女
作
で
あ

る
『
樺
踪
』
に
次
い
で
梶
井
文
学
の
中
で
は
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
作
品
で

あ
る
。
何
故
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
は
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
作
品

と
し
て
の
魅
力
と
い
う
よ
り
、
作
家
論
的
な
観
点
か
ら
の
関
心
に
拠
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
言
え
ば
、
梶
井

自
ら
が
「
誰
が
ど
う
あ
ら
う
と
も
供
だ
け
は
完
全
に
こ
の
作
品
群
（
引
用
老
註

・
梶
井
の
生
前
に
武
蔵
野
書
院
か
ら
刊
行
さ
れ
た
創
作
葉
『
棒
踪
』
の
こ
と
。

「
樺
環
」
か
ら
「
交
尾
」
ま
で
の
作
品
十
八
富
を
収
録
。
）
を
踏
み
越
し
た
の

（1）

で
す
。
僕
は
も
う
振
向
か
な
い
。
」
と
か
、
「
僕
は
の
ん
き
な
患
者
で
　
こ
れ
ま

で
の
自
分
の
文
学
か
ら
は
ち
が
っ
て
来
た
、
ま
た
ち
が
っ
て
ゆ
く
つ
も
り
を
持

（2）

っ
て
ゐ
る
」
な
ど
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
と
そ
れ
以
前
の

梶
井
文
学
と
の
差
異
性
を
め
ぐ
っ
て
の
作
家
論
的
な
関
心
が
、
作
品
研
究
の
焦

点
と
な
っ
て
き
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
最
晩
年
の
（
と
い
っ
て
も
三
十
を
少

し
過
ぎ
た
程
度
な
の
だ
が
）
梶
井
は
、
そ
れ
以
前
と
異
な
る
ど
の
よ
う
な
文
学

観
を
抱
く
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
点
が
捻
出
さ
れ
、
そ
の
検
証
作
業
が
梶

井
の
書
簡
な
ど
を
中
心
に
行
わ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
『
の
ん
き
な
患
者
』
に
ど

の
よ
う
な
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
が
、
作
晶
に
即
し
て
異
証
さ
れ
る
。
従

来
の
『
の
ん
き
な
患
者
』
論
の
ほ
と
ん
ど
が
大
体
以
上
の
よ
う
な
手
順
を
踏
ん

だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
こ
う
し
た
作
晶
研
究
の
是
非
に
つ
い
て
言
及
す
る
つ
も
り
は
な
い

が
、
少
な
く
と
も
、
作
家
論
的
な
観
点
に
立
っ
た
作
品
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、

作
品
の
読
み
に
対
し
て
一
定
の
方
向
付
け
を
す
る
こ
と
だ
け
は
指
摘
で
き
る
と

思
う
。
『
の
ん
き
な
患
者
』
と
い
う
作
品
内
部
に
お
け
る
言
葉
と
言
葉
と
の
濃

密
な
関
係
性
よ
り
も
、
あ
ら
か
じ
め
作
品
の
枠
外
で
設
定
さ
れ
た
間
隔
望
忠
誠
に

よ
っ
て
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
中
の
言
葉
た
ち
が
再
編
成
さ
れ
て
い
く
。
本

論
で
は
、
こ
う
し
た
特
定
の
作
家
の
専
門
的
な
研
究
者
が
陥
り
が
ち
な
作
品
読

解
の
陥
非
に
対
し
て
充
分
に
意
識
的
で
あ
る
べ
く
、
作
家
論
的
な
問
誼
意
識
を

い
っ
た
ん
括
弧
に
括
っ
て
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
そ
れ
自
体
の
作
品
構
造
・
表

現
に
即
し
て
の
読
み
を
展
開
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
作
家

論
的
な
問
題
の
放
棄
を
意
味
し
な
い
。
手
順
と
し
て
、
作
品
構
造
の
解
明
の
後

に
着
手
す
べ
き
問
題
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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二

『
の
ん
き
な
患
者
』
の
作
品
構
造
に
つ
い
て
述
べ
た
論
が
こ
れ
ま
で
に
な
か

（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
管
見
に
よ
る
と
、
岡
本
市
心
徳
氏
・
濱
川
勝
彦
氏
・
樫
原

（5）
修
氏
ら
が
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

岡
本
氏
の
指
摘
に
よ
る
と
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
と
い
う
作
品
の
構
成
は
、

第
〓
串
で
主
人
公
・
吉
田
の
意
識
が
主
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
第
二
葦
以
降
外
部

の
人
の
生
活
の
実
体
に
話
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
き
、
第
三
章
で
は
「
一
生
懸
命

な
世
の
中
」
に
対
す
る
共
感
に
ま
で
到
達
す
る
と
い
う
、
個
人
か
ら
社
会
へ
の

拡
大
方
向
を
軸
と
す
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
岡
本
氏
は
、
梶

井
が
書
簡
で
し
ば
し
ば
触
れ
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
大
衆
」
　
へ
の
共
感
の
反
映
を

読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
作
品
外
部
の
資
料
に
過

ぎ
な
い
書
簡
に
引
き
寄
せ
過
ぎ
た
作
品
解
釈
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
岡
本
氏
が

こ
の
作
品
の
最
終
到
達
点
と
見
な
し
て
い
る
「
一
生
懸
命
な
世
の
中
」
　
へ
の
共

（5）

感
は
、
樫
原
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
岩
田
の
回
想
部
分
で
の
感
悦
に
過

ぎ
ず
、
作
品
の
現
在
に
お
け
る
富
田
の
最
終
認
識
と
見
な
す
に
は
無
理
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。

そ
の
樫
原
氏
は
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
時
間
構
造
に
着
目
し
て
、
第
三
章

で
語
ら
れ
る
結
核
を
め
ぐ
る
人
々
の
諸
相
が
吉
田
に
よ
っ
て
回
想
さ
れ
た
過
去

の
時
点
で
の
も
の
だ
と
い
う
、
従
来
し
ば
し
ば
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
事

実
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
着
眼
点
は
示
唆
に
富
む
も
の
だ
と
言
え
る
が
、
樫

原
氏
が
昆
終
的
に
『
の
ん
き
な
患
者
』
を
、
一
個
の
自
我
を
中
心
と
し
た
同
心

円
的
広
が
り
を
有
し
社
会
的
視
野
を
欠
く
私
小
説
と
し
て
捉
え
て
い
る
点
に
、

や
や
疑
問
を
感
じ
る
。
こ
の
問
題
は
、
単
に
作
品
桃
造
の
域
に
止
ま
ら
ず
作
品

評
価
に
ま
で
関
わ
っ
て
行
く
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
検
討
の
余
地
の
あ
る
問
題
だ

と
思
う
。

（6）

最
後
に
、
濱
川
氏
は
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
作
品
構
造
を
「
説
話
論
」
的

方
法
の
適
用
が
見
ら
れ
る
も
の
だ
と
規
定
し
て
い
る
。
濱
川
氏
の
指
摘
に
よ
る

と
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
各
章
は
ほ
と
ん
ど
が
「
或
る
日
」
と
か
「
或
る
晩
」

で
始
ま
る
挿
話
の
積
み
重
ね
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
図
示
す
る
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。〔

第
〓
阜
〕

〔
第
二
章
〕

〔
第
三
章
〕

猫
の
挿
話

（
こ
煙
草
を
眺
め
る
挿
話

（
二
）
錠
で
真
冬
の
庭
を
見
る

（
三
）
母
親
と
の
渡
り
鳥
問
答

（
四
）
末
の
弟
の
見
如

・
富
田
の
身
の
上
の
説
明
　
　
　
　
　
一

・
以
前
住
ん
で
い
た
町
の
荒
物
屋
の
娘
の
死
　
1
5

（
一
）
人
間
の
脳
味
噌
の
黒
焼
　
　
　
　
　
　
　
一

（
二
）
首
応
り
の
租

（
三
）
仔
鼠
の
黒
焼

（
四
）
入
信
を
す
す
め
る
女
の
挿
話

肺
結
核
で
死
ん
だ
人
間
の
百
分
率

こ
れ
ら
の
挿
話
は
単
に
無
作
為
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
「
病
に
た
い

す
る
人
間
の
姿
勢
と
い
う
最
大
公
約
数
で
一
つ
の
流
れ
を
な
し
て
い
る
」
と
濱

川
氏
は
述
べ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
異
論
は
な
い
が
、
作
品
構
造
の
解
明
と
い

う
観
占
ぶ
ら
す
れ
ば
、
各
挿
話
の
「
最
大
公
約
数
」
を
抽
出
す
る
に
止
ま
ら

ず
、
各
挿
話
の
作
品
内
に
お
け
る
扱
能
で
あ
る
と
か
各
挿
話
相
互
の
有
吸
的
な

関
連
性
な
ど
と
い
っ
た
点
に
ま
で
言
及
す
る
必
要
を
私
は
感
じ
る
。

以
上
の
先
行
論
の
成
果
な
ら
び
に
問
題
点
を
充
分
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
早



速
、
作
品
構
造
の
分
析
に
移
り
た
い
と
思
う
。

三吉
田
は
肺
が
悪
い
。
寒
に
な
っ
て
少
し
寒
い
日
が
来
た
と
思
っ
た
ら
、

す
ぐ
そ
の
翌
日
か
ら
高
い
熱
を
出
し
て
ひ
ど
い
咳
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

胸
の
臓
器
を
全
部
押
上
げ
て
出
し
て
し
ま
は
う
と
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
な

咳
を
す
る
。
四
五
日
経
つ
と
も
う
す
つ
か
り
痩
せ
て
し
ま
っ
た
。
咳
も
あ

ま
り
し
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
咳
が
癒
っ
た
の
で
は
な
く
て
、
咳
を
す
る

た
め
の
腹
の
筋
肉
が
す
っ
か
り
疲
れ
切
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
、
彼
等
が

咳
を
す
る
の
を
肯
ん
じ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
ら
し
い
。
そ
れ
に
も

う
一
つ
は
心
昭
か
ひ
ど
く
弱
っ
て
し
ま
っ
て
、
一
度
咳
を
し
て
そ
れ
を
乱

し
て
し
ま
ふ
と
、
そ
れ
を
再
び
鎮
め
る
ま
で
に
非
常
に
苦
し
い
目
を
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
咳
を
し
な
く
な
っ
た
と
い
ふ
の
ほ
、
身
体
が

衰
弱
し
て
は
じ
め
て
の
と
き
の
や
う
な
元
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
で
、
そ
れ
が
証
拠
に
は
今
度
は
だ
ん
だ
ん
呼
吸
困
難
の
皮
を
増
し
て
浅

薄
な
呼
吸
を
数
多
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
来
た
。

『
の
ん
き
な
患
者
』
の
冒
頭
の
一
段
で
あ
る
。
先
程
も
少
し
触
れ
た
が
、

『
の
ん
き
な
患
者
』
の
第
〓
叫
に
は
主
と
し
て
吉
田
の
意
識
が
語
ら
れ
て
い
る

と
の
見
解
に
立
っ
て
、
第
一
葦
か
ら
そ
れ
以
外
の
事
柄
を
読
み
取
ろ
う
と
し
な

い
読
み
手
が
い
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
に
引
用
し
た
冒
頭
部
分
を
見
る
限
り
、

『
の
ん
き
な
患
者
』
は
「
吉
田
の
意
識
」
で
は
な
く
て
「
吉
田
の
身
体
」
に
つ

い
て
の
叙
述
に
よ
っ
て
語
り
始
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
冒
頭
部
分
の
語
り
は
、
ず
い
ぶ
ん
微
妙
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
る
。
「
四
五
日
経
つ
と
も
う
す
つ
か
り
疫
せ
て
し
ま
っ
た
。

咳
も
あ
ま
り
し
な
い
。
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
吉
田
の
病
勢
を
外
側
か
ら
冷

徹
に
観
察
す
る
医
師
の
よ
う
な
眼
差
し
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、

こ
の
眼
差
し
は
、
吉
田
の
身
体
を
全
く
の
対
象
（
モ
ノ
）
と
し
て
扱
っ
て
い
る

と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
「
胸
の
臓
器
を
全
部
押
上
げ
て
出
し
て
し
ま
は
う
と

し
て
ゐ
る
か
の
や
う
な
咳
」
と
か
「
腹
の
筋
肉
が
す
っ
か
り
疲
れ
切
っ
て
し
ま

っ
た
」
、
「
心
麟
か
ひ
ど
く
弱
っ
て
し
ま
っ
て
」
な
ど
と
い
っ
た
表
現
に
は
、
患

者
の
側
に
立
た
な
け
れ
ば
感
得
で
き
な
い
身
体
感
覚
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
語
り
は
、
吉
田
の
身
体
を
よ
そ
よ
そ
し
い
観
察
対
象
と
し

て
扱
っ
て
い
る
も
の
の
、
モ
ノ
と
し
て
見
つ
め
る
ほ
ど
突
き
放
し
て
も
お
ら

ず
、
同
様
の
身
体
感
覚
を
共
有
し
得
る
対
象
1
－
他
者
の
よ
う
な
対
象
I
と

し
て
扱
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
腹
の
筋
肉
」
に
対
し
て

「
彼
等
」
と
い
う
第
三
人
称
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
語

り
手
は
、
病
ん
だ
吉
田
の
身
体
を
吉
田
と
は
別
人
格
の
よ
う
に
見
な
し
て
も
い
　
一

る
。
以
上
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
こ
の
冒
頭
部
分
の
語
り
は
、
「
病
ん
だ
身
　
1
6

体
の
他
者
の
よ
う
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
」
を
読
み
手
に
伝
え
る
機
能
を
持
っ
て
い
　
l

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
部
分
を
語
り
と
い
う
叙
述
方
法
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

「
病
ん
だ
身
体
の
他
者
の
よ
う
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
次
に
、
そ
の
叙
述
内
容
に
口
を
転
ず
る
と
、
ど
の
よ
う
な
こ

と
が
言
え
る
の
か
。
一
見
し
て
分
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
末
期
的
と
も
い
え

（5）

る
富
田
の
肺
結
核
の
病
状
が
描
か
れ
て
い
る
。
樫
原
氏
は
こ
の
よ
う
な
吉
田
の

病
状
に
、
「
閉
ざ
さ
れ
た
病
室
か
ら
一
歩
も
動
け
な
い
と
い
う
」
　
「
主
人
公
に

謀
せ
ら
れ
た
限
界
」
が
表
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
確
か
に
、

『
の
ん
き
な
患
者
』
の
物
語
世
界
は
吉
田
の
病
室
内
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
物

語
空
間
の
枠
組
が
冒
頭
部
分
に
お
い
て
す
で
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ

に
認
め
て
よ
い
と
思
う
。



少
々
、
冒
頭
部
分
に
ば
か
り
こ
だ
わ
り
過
ぎ
て
い
る
と
の
観
が
な
く
も
な
い

が
、
語
り
か
ら
見
た
「
病
ん
だ
身
体
の
他
者
の
よ
う
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
」
と
叙

述
内
容
か
ら
見
た
「
物
語
空
間
の
枠
設
定
」
と
が
、
こ
れ
以
降
の
物
語
世
界
に

お
い
て
ど
う
展
開
し
て
い
く
か
、
そ
れ
を
探
る
こ
と
が
『
の
ん
き
な
患
者
』
の

作
品
構
造
を
考
察
す
る
上
で
の
一
つ
の
指
標
と
な
る
。

こ
の
冒
頭
部
分
に
続
く
箇
所
で
、
物
語
は
「
吉
田
の
意
識
」
へ
と
漸
次
移
行

し
て
い
く
。
第
二
早
に
お
け
る
「
吉
田
の
意
識
」
と
は
、
呼
吸
困
難
に
対
す
る

「
ど
こ
か
ら
来
る
と
も
し
れ
な
い
不
安
」
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
ど
こ
か
ら
来
る
と
も
し
れ
な
い
不
安
」
と
か
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
安
」

な
ど
の
表
現
か
ら
、
『
樺
踪
』
の
冒
頭
の
「
え
た
い
の
知
れ
な
い
不
吉
な
塊
」

と
い
う
著
名
な
表
現
を
連
想
す
る
読
者
も
あ
る
い
は
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
、
『
樺
踪
』
の
「
不
吉
な
塊
」
が
、
「
結
果
し
た
肺
尖
カ
タ
ル
や
神
経
衰
弱

が
い
け
な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
青
を
焼
く
や
う
な
借
金
な
ど
が
い
け
な
い
の

で
は
な
い
。
」
な
ど
と
い
う
よ
う
に
、
主
人
公
の
日
常
性
を
作
品
の
前
面
か
ら

極
力
排
険
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
代
の
病
を
象
徴
し
得
る
普
遍
性
を
獲
得
し
て

い
た
の
に
対
し
て
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
「
不
安
」
は
、
吉
田
の
現
実
に
密

着
し
た
吉
田
個
人
の
不
安
で
あ
っ
て
、
打
て
ば
響
く
よ
う
に
読
み
手
に
伝
わ
る

性
質
の
も
の
と
は
言
い
が
た
い
。
語
り
手
は
、
ま
ず
、
そ
う
し
た
吉
田
の
意
識

に
接
近
し
て
、
吉
田
の
「
不
安
の
原
因
」
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。

吉
田
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
そ
ん
な
経
験
を
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の

で
、
そ
ん
な
と
き
は
第
一
に
そ
の
不
安
の
原
因
に
思
ひ
悩
む
の
だ
っ
た
。

一
体
ひ
ど
く
心
臓
で
も
弱
っ
て
来
た
ん
だ
ら
う
か
、
そ
れ
と
も
こ
ん
な
病

気
に
は
あ
り
勝
ち
な
、
不
安
ほ
ど
に
は
な
い
な
に
か
の
現
象
な
ん
だ
ら
う

か
、
そ
れ
と
も
自
分
の
過
敏
に
な
っ
た
神
経
が
な
に
か
の
苦
痛
を
さ
う
い

ふ
風
に
感
じ
さ
せ
る
ん
だ
ら
う
か
。

こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
ほ
、
退
巡
す
る
吉
田
の
自
意
識
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

の
よ
う
な
形
で
「
不
安
の
原
因
」
を
追
求
し
て
行
く
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
結
果

に
終
わ
る
の
か
は
、
あ
る
程
度
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

－
　
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
い
く
ら
考
へ
て
も
決
定
的
な
知
識
の
な
い
吉

田
に
は
そ
の
解
決
が
つ
く
は
ず
ほ
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
を
臆
測
す
る
に

も
ま
た
そ
の
正
否
を
判
断
す
る
に
も
結
局
当
の
自
分
の
不
安
の
感
じ
に
由

る
外
は
な
い
の
だ
と
す
る
と
、
結
局
そ
れ
は
何
を
や
っ
て
ゐ
る
の
か
訳
の

わ
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
な
の
だ
つ
た
が
、
し
か
し
そ

ん
な
状
態
に
ゐ
る
吉
田
に
は
そ
ん
な
諦
め
が
つ
く
は
ず
は
な
く
、
い
く
ら

で
も
そ
れ
は
苦
痛
を
増
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
だ
つ
た
。

（

－

）

濱
川
氏
を
は
じ
め
と
し
て
す
で
に
多
く
の
論
者
の
指
摘
が
あ
る
が
、
「
決
定
的

な
知
識
の
な
い
吉
田
に
は
そ
の
解
釈
が
つ
く
は
ず
は
な
か
つ
た
」
と
か
「
そ
ん

な
状
態
に
ゐ
る
吉
田
に
は
そ
ん
な
諦
め
が
つ
く
は
ず
は
な
く
」
な
ど
の
表
現
か

ら
、
語
り
手
が
、
自
己
の
意
識
に
の
み
拘
泥
す
る
吉
田
を
突
き
放
し
て
い
る
こ

と
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
二
つ
の
引
用
箇
所
に
お
い
て
語
り
手
は
、
ま
ず
、
読
み
手
を
吉
田
の
自

意
識
の
世
界
に
誘
い
込
み
、
連
綿
と
続
く
自
意
識
の
達
巡
に
長
々
と
付
き
合
わ

せ
た
あ
げ
く
、
吉
田
の
「
不
安
の
原
因
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
は
っ

き
り
し
た
情
報
を
示
さ
ず
に
、
吉
田
の
み
な
ら
ず
読
み
手
を
も
、
「
訳
の
わ
か

ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
は
当
然
の
こ
と
」
だ
と
突
き
放
す
の
で
あ
る
。
こ
の
語

り
が
読
み
手
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
曽
田
の
「
不
安
の
原
因
」
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
意
識
の
逗
巡
に
よ
っ
て
追
求
す
る
こ
と
の
不
毛

性
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
、
こ
う
し
た
吉
田
の
意
識
を
相
対
化
す
る
機
能
を
も
っ
た
語
り
は
、
こ

れ
以
降
『
の
ん
き
な
患
者
』
か
ら
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
に
展
開
さ
れ
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る
語
り
は
、
ほ
と
ん
ど
吉
田
の
意
識
に
寄
り
添
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
方
法
的
な
問
題
点
を
批
判
す
る
と
し
た
ら
、
こ
の
語

り
の
不
徹
底
さ
を
揚
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
と
思
う
が
、
こ
の
こ
と
は
後
述
に
委
ね

る
こ
と
に
す
る
。
）
　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
以
降
は
語
り
よ
り
も
語
ら
れ
る
内
容

に
作
品
分
析
の
ポ
イ
ソ
ト
を
置
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
も
あ
れ
、
不
毛
な
「
不
安
の
原
因
」
詮
索
の
次
に
、
吉
田
は
「
不
安
の
手

段
」
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
が
、
「
そ
れ
は
人
に
医
者
へ
行
っ
て
買

ふ
こ
と
と
誰
か
に
寝
ず
の
番
に
つ
い
て
ゐ
て
貰
ふ
こ
と
だ
」
と
い
う
、
他
者
と

の
関
係
に
お
け
る
苦
痛
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
吉
田
は
こ
こ
で
人
に
遠
慮
を
し

て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
自
己
と
他
者
と
の
問
の
心
理
的
な
距
離
を
意
識
し

て
い
る
か
ら
に
は
か
な
ら
な
い
。
最
も
身
近
な
存
在
で
あ
る
は
ず
の
母
親
に
対

し
て
で
す
ら
、
「
今
の
こ
の
自
分
の
状
態
を
ど
う
し
て
わ
か
り
の
悪
い
母
親
に

わ
か
ら
し
て
い
い
か
」
と
思
い
悩
む
ほ
ど
、
こ
こ
で
の
吉
田
の
他
者
か
ら
隔
て

ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
は
強
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
吉
田
は
、
「
こ
の
え
た

い
の
知
れ
な
い
不
安
の
内
容
が
実
現
す
る
や
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
最
早
自
分
は

ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
」
と
、
い
つ
呼
吸
困
難
に
陥
る
か
分
か
ら
な
い
身

体
の
状
態
に
も
甚
だ
し
い
不
安
を
感
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
病
ん
だ
身
体
」

は
本
人
の
意
志
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ひ
と
つ
の

他
者
存
在
と
し
て
吉
田
を
脅
か
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み

る
と
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
冒
頭
の
語
り
が
表
し
て
い
た
「
病
ん
だ
身
体
の

他
者
の
よ
う
な
よ
そ
よ
そ
し
さ
」
は
、
こ
の
よ
う
な
吉
田
の
意
識
を
導
き
出
す

た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
吉
田
の
「
不
安
の
手
段
」
と
は
、
母
親
に
代

表
さ
れ
る
文
字
通
り
の
他
者
と
、
病
ん
だ
身
体
と
い
う
比
喩
的
な
意
味
で
の
他

者
と
の
、
二
重
の
他
者
性
に
よ
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。
濱
川
氏
が
「
猫
の
挿

話
」
と
呼
ぶ
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
自
己
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ぬ
他
者
に
対

す
る
吉
田
の
不
安
と
脅
威
と
い
う
文
脈
で
解
釈
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
（
こ
の

挿
話
に
お
い
て
猫
が
、
「
訳
の
わ
か
ら
な
い
猫
」
・
「
懲
罰
と
い
ふ
こ
と
以
外
に

何
も
し
ら
な
い
動
物
」
・
「
訳
の
わ
か
ら
な
い
そ
の
相
手
」
と
い
う
よ
う
に
、
意

思
の
疎
通
の
不
可
能
性
を
強
調
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
の

一
証
左
と
な
ろ
う
。
）
第
〓
早
の
作
品
全
体
に
お
け
る
機
能
は
、
こ
の
よ
う
に
、

自
己
の
意
識
に
囚
わ
れ
る
あ
ま
り
他
者
と
の
問
に
意
思
の
疎
通
を
行
い
得
ず
、

身
体
な
ら
び
に
他
者
を
「
不
安
の
手
段
」
と
し
か
見
な
し
て
い
な
い
吉
田
の
姿

を
、
読
者
に
印
象
付
け
る
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

四

続
い
て
第
二
草
に
目
を
転
じ
ょ
う
。
第
二
串
同
様
、
そ
の
冒
頭
の
一
段
落
に

注
目
し
て
み
る
と
、
吉
田
の
病
状
が
小
康
状
態
に
な
っ
て
、
被
が
苦
し
か
っ
た

二
週
間
を
「
思
想
も
な
に
も
な
い
た
だ
荒
々
し
い
岩
石
の
重
畳
す
る
風
景
だ
っ

た
」
と
客
観
視
す
る
だ
け
の
ゆ
と
り
を
取
り
戻
し
た
様
が
措
か
れ
て
い
る
。
そ

の
苦
し
か
っ
た
二
週
間
、
吉
田
は
「
身
体
を
班
硬
張
ら
し
て
」
い
つ
訪
れ
る
と

（7）

も
知
れ
な
い
呼
吸
困
難
に
身
構
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
市
川
浩
氏
に
よ
れ

ば
、
こ
の
よ
う
な
身
構
え
は
「
内
転
と
屈
曲
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
世
界
や

他
名
と
鋭
く
対
立
す
る
姿
勢
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
病
状
の
小
康
を

得
た
吉
田
は
、
必
然
的
に
こ
の
よ
う
な
姿
勢
か
ら
解
放
さ
れ
、
世
界
や
他
者
に

向
か
っ
て
心
を
開
い
て
行
く
。
し
か
も
そ
れ
は
、
「
な
に
か
の
快
楽
を
求
め
る

や
う
な
気
持
」
と
あ
る
よ
う
に
、
身
体
的
な
レ
ベ
ル
で
の
生
の
充
足
感
に
も
通

じ
る
行
為
だ
と
言
え
る
。

こ
の
後
に
続
く
一
連
の
挿
竿
濱
川
氏
の
言
う
と
こ
ろ
の
、
（
一
）
煙
草

を
眺
め
る
挿
話
・
（
二
）
鏡
で
真
冬
の
庭
を
見
る
話
・
（
三
）
渡
り
鳥
問
答
I
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も
、
こ
の
冒
頭
部
分
か
ら
の
流
れ
の
中
で
解
釈
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
挿
話
の
内
容
と
作
品
内
に
お
け
る
枚
能
に
つ
い
て
、
以
下
に
簡
単
に
ま
と

め
て
み
よ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
煙
草
を
眺
め
る
挿
話
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
母
親
の
忘
れ
て

い
っ
た
刻
煙
草
の
袋
と
煙
管
を
吉
田
が
た
だ
眺
め
る
だ
け
で
、
「
寝
ら
れ
な
い

春
の
夜
の
や
う
な
心
の
と
き
め
き
を
感
じ
」
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の
場

合
、
吉
田
が
そ
の
煙
草
を
吸
う
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
手
に
届
く

所
に
行
く
こ
と
で
さ
え
そ
の
実
行
の
可
能
性
は
絶
た
れ
て
お
り
、
吉
田
も
そ
の

こ
と
を
充
分
自
覚
し
て
い
る
。
た
だ
眺
め
る
と
い
う
行
為
に
も
エ
ロ
ス
（
生
の

充
足
）
を
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
話
は
、
病
室
か
ら
一
歩
も
出
ら
れ
な
い
と

い
う
限
界
状
況
の
中
に
い
る
者
が
、
い
か
に
し
て
生
き
る
希
望
を
失
わ
ず
に
い

る
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
、
ひ
と
つ
の
答
え
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

次
に
、
鏡
で
真
冬
の
庭
を
見
る
挿
話
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
、
吉
田
が
人

づ
て
に
世
間
の
人
々
の
話
を
聞
く
こ
と
の
暗
喩
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
特
に
、
「
鏡
で
反
射
さ
せ
た
風
景
へ
望
遠
鏡
を
持
っ
て
行
っ
て
、
望
遠
鏡

の
効
果
が
あ
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
」
を
確
認
す
る
と
い
っ
た
児
戯
に

等
し
い
行
為
か
ら
ほ
、
あ
る
種
の
諮
誰
昧
と
と
も
に
、
限
界
状
況
の
中
に
あ
り

な
が
ら
懸
命
に
外
界
と
の
通
路
を
失
う
ま
い
と
し
て
い
る
吉
田
の
姿
が
労
皐
と

す
る
の
で
あ
る
。

第
三
の
渡
り
鳥
問
答
は
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
中
で
も
最
も
ユ
ー
モ
ラ
ス

な
箇
所
と
し
て
多
く
の
論
者
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
吉
田
の
「
の
ん
き
さ
」
が
よ

く
表
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
挿
話
で
あ
る
。
『
の
ん
き
な
患
者
』
と
い
う
題

（8）

名
の
「
の
ん
き
」
の
意
味
合
い
に
つ
い
て
は
、
小
林
秀
雄
の
発
言
以
来
、
様
々

な
見
解
が
出
さ
れ
て
来
た
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
の
私
見
は
後
述
す
る
こ
と
と

し
て
、
こ
こ
で
は
、
母
親
と
の
会
話
を
通
じ
て
、
吉
田
が
直
接
目
に
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
外
の
鳥
の
様
子
が
生
き
生
き
と
描
写
さ
れ
て
い
る
点
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
前
の
二
つ
の
話
が
眺
め
る
こ
と
の
快
楽
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る

な
ら
、
こ
の
話
は
語
り
合
う
こ
と
の
快
楽
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て

も
よ
か
ろ
う
。

こ
れ
ら
三
つ
の
挿
話
に
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
母
親
な
い
し
は
鏡
を
介

す
る
と
い
う
間
接
的
な
形
な
が
ら
も
、
吉
田
が
外
部
に
対
し
て
意
識
の
回
路
を

開
い
て
行
く
過
程
を
表
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ

ら
三
つ
の
挿
話
は
、
吉
田
が
末
の
弟
の
見
舞
い
を
受
け
荒
物
屋
の
娘
の
死
を
知

ら
さ
れ
る
、
第
四
の
挿
話
を
重
き
出
す
た
め
の
枕
と
し
て
の
物
語
機
能
を
担
わ

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
第
四
の
挿
話
で
あ
る
が
、
こ
の
少
々
長
い
話
は
次
の
よ
う
に
語

り
始
め
ら
れ
る
。

そ
ん
な
或
る
日
吉
田
は
大
阪
で
ラ
ヂ
オ
屋
の
店
を
開
い
て
ゐ
る
末
の
弟

の
見
舞
を
う
け
た
。

そ
の
弟
の
ゐ
る
家
と
い
ふ
の
は
そ
の
何
カ
月
か
前
ま
で
吉
田
や
吉
田
の

母
や
弟
や
の
一
緒
に
住
ん
で
ゐ
た
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
五

六
年
も
前
書
田
の
父
が
そ
の
学
校
へ
行
か
な
い
吉
田
の
末
の
弟
に
何
か
手

に
合
っ
た
商
売
を
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
し
て
自
分
達
も
そ
の
息
子
を
仕
上

げ
な
が
ら
老
後
の
生
活
を
し
て
行
く
た
め
に
買
っ
た
小
間
物
店
で
、
吉
田

の
弟
は
そ
の
店
の
半
分
を
自
分
の
商
売
に
す
る
積
り
の
ラ
ヂ
オ
良
に
造
り

変
へ
、
小
間
物
屋
の
方
は
吉
田
の
母
親
が
見
な
が
ら
ず
つ
と
暮
し
て
来
た

の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
大
阪
の
市
が
南
へ
南
へ
伸
び
て
行
か
う
と
し
て

十
何
年
か
前
ま
で
は
ま
だ
草
深
い
田
舎
で
あ
っ
た
土
地
を
ど
ん
ど
ん
住
宅

や
学
校
、
病
院
な
ど
の
地
帯
に
し
て
し
ま
ひ
、
そ
の
間
へ
は
ま
た
多
く
は

そ
こ
の
地
元
の
百
姓
で
あ
っ
た
地
主
た
ち
の
建
て
た
小
さ
な
長
屋
が
た
く
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さ
ん
出
来
て
、
野
原
の
名
残
り
が
年
毎
に
そ
の
影
を
消
し
て
行
き
つ
つ
あ

る
と
い
ふ
風
の
町
な
の
で
あ
っ
た
。
吉
田
の
弟
の
店
の
あ
る
と
こ
ろ
は
そ

の
間
で
も
比
較
的
早
く
か
ら
出
来
て
ゐ
た
通
筋
で
両
側
は
そ
ん
な
町
ら
し

い
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
商
ふ
店
が
立
ち
並
ん
で
ゐ
た
。

さ
ら
に
こ
の
後
、
青
田
が
こ
の
町
を
離
れ
、
現
在
住
ん
で
い
る
田
舎
へ
移
る
ま

で
の
近
況
が
述
べ
ら
れ
て
、
よ
う
や
く
話
は
本
題
へ
入
っ
て
い
く
。
一
見
し
て

（9）

分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
説
明
口
調
の
叙
述
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
の
ん
き
な
患

者
』
の
物
語
言
説
と
は
明
ら
か
に
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
物
語
内
容
の
時
間
的

持
抗
の
幅
と
物
語
言
説
の
そ
れ
と
が
、
ほ
ぼ
均
等
に
対
応
し
合
っ
て
い
た
こ
れ

ま
で
の
叙
述
と
は
異
な
り
、
こ
の
箇
所
は
、
何
年
も
に
わ
た
る
物
語
内
容
を
圧

（10）

縮
＝
簡
略
化
し
た
物
語
言
説
と
な
っ
て
い
る
。
G
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
物
語
言
説
は
要
約
法
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
小
説
の
物
語
言
説
に

お
い
て
二
つ
の
情
景
を
結
ぶ
移
行
部
と
し
て
の
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
情
景
を
際

立
た
せ
る
背
景
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
『
の
ん
き
な
患
者
』
に

即
し
て
言
え
ば
、
こ
の
引
用
箇
所
の
前
で
は
、
「
春
の
夜
の
や
う
な
心
の
と
き

め
き
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
生
の
快
菜
を
求
め
る
吉
田
の
姿
が
描
か
れ
て
い

た
が
、
こ
の
引
用
箇
所
の
後
、
吉
田
は
娘
の
死
を
知
ら
さ
れ
て
「
便
り
な
い
変

な
気
持
」
に
陥
っ
て
お
り
、
確
か
に
相
異
な
る
二
つ
の
情
景
を
連
結
す
る
機
能

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
吉
田
が
以
前

住
ん
で
い
た
町
は
、
大
都
市
近
郊
の
新
開
地
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
降
展
開
さ
れ

る
様
々
な
話
の
舞
台
で
も
あ
る
。
こ
の
大
都
市
近
郊
の
新
開
地
と
い
う
土
地
柄

は
、
地
紋
や
血
縁
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
村
落
ほ
ど
隣
人
と
の
結
び
つ
き
は
強
固

で
は
な
い
も
の
の
、
大
都
市
は
ど
隣
人
に
対
し
て
無
関
心
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
、
散
妙
な
人
間
関
係
の
網
の
目
が
張
り
巡
ら
さ
れ
た
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
に

東
京
と
い
う
大
都
会
か
ら
吉
田
が
移
り
住
ん
だ
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
こ
の
空

問
は
、
吉
田
と
様
々
な
話
に
登
場
す
る
人
々
と
の
関
係
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

「
地
」
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
登
場
す
る
の
が
、
肺
を
患
っ
て
死
ん
だ
荒
物
屋
の
娘
で
あ
る

が
、
「
吉
田
は
そ
の
店
に
そ
ん
な
娘
が
坐
っ
て
ゐ
た
こ
と
は
い
く
ら
云
ほ
れ
て

も
思
ひ
出
せ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
娘
に
対
す
る
都
会
帰
り
の
吉

田
の
関
心
は
あ
ま
り
高
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。
そ
ん
な
吉
田
も
、
娘
の
容
態

が
悪
く
な
る
に
従
っ
て
娘
の
こ
と
を
気
に
懸
け
る
よ
う
に
な
っ
て
行
く
が
、
そ

れ
で
も
、
娘
が
食
後
に
目
高
を
呑
ん
で
い
る
と
い
う
話
を
最
初
に
開
い
た
時
に

は
、
「
ま
だ
ま
だ
遠
い
他
人
事
の
気
持
」
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
う
ち

の
網
は
何
時
で
も
空
い
て
ま
す
よ
っ
て
、
お
家
の
病
人
さ
ん
に
も
ち
っ
と
取
っ

て
来
て
飲
ま
し
て
あ
げ
は
つ
た
ら
ど
う
で
す
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
に
至
っ
て
、

急
に
他
人
事
で
は
な
く
な
り
吉
田
も
狼
狙
す
る
。

吉
田
は
何
よ
り
も
自
分
の
病
気
が
そ
ん
な
に
も
大
つ
ぴ
ら
に
話
さ
れ
る
ほ

ど
人
々
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
の
か
と
思
ふ
と
今
更
の
や
う
に
鷺
ろ
か
な
い
で

は
ゐ
ら
れ
な
い
の
だ
つ
た
が
、
し
か
し
考
へ
て
み
れ
ば
勿
論
そ
れ
は
無
理

の
な
い
話
で
、
今
更
そ
れ
に
欝
ろ
く
と
い
ふ
の
は
や
は
り
自
分
が
平
常
自

分
に
つ
い
て
虫
の
い
い
想
像
を
し
て
ゐ
る
ん
だ
と
い
ふ
こ
と
を
吉
田
は
思

ひ
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
つ
た
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
吉
田
は
肺
病
を
病
ん
だ
身
体
に
よ
っ
て

既
に
世
間
と
関
係
付
け
ら
れ
て
お
り
、
吉
田
の
意
識
が
そ
れ
を
追
認
す
る
か
た

ち
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
間
か
ら
見
れ
ば
吉
田
は

一
人
の
肺
病
患
者
に
過
ぎ
な
い
わ
け
だ
が
、
彼
自
身
は
そ
ん
な
当
た
り
前
の
事

実
に
気
付
い
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
気
付
こ
う
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
世
間
か
ら
肺
病
と
見
な
さ
れ
た
身
体
に
彼
が
自
己
同
一
化
し
な
か
っ
た
の

は
、
ま
だ
彼
の
病
状
が
そ
れ
ほ
ど
切
羽
詰
ま
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
と
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も
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
肺
結
核
＝
死
に
至
る
病
と
い
う
当
時
の
常
識

が
大
き
く
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
自
分
を
惨
め
な
肺
病
患
者
の
一
人
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初

め
て
同
じ
境
遇
に
い
る
他
者
の
心
を
身
を
以
て
理
解
で
き
る
の
だ
と
も
言
え
る

の
で
あ
る
。

青
田
は
そ
ん
な
こ
と
を
み
な
思
ひ
出
し
な
が
ら
、
そ
の
娘
の
死
ん
で
行
っ

た
淋
し
い
気
拝
な
ど
を
思
ひ
造
っ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
不
知
不
識
の
間
に
す

っ
か
り
自
分
の
気
拝
が
便
り
な
い
変
な
気
拝
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る
の

を
感
じ
た
。
吉
田
は
自
分
が
明
る
い
病
室
の
な
か
に
ゐ
、
そ
こ
に
は
自
分

の
母
親
も
ゐ
な
が
ら
、
何
故
か
自
分
だ
け
が
深
い
と
こ
ろ
へ
落
ち
込
ん
で

し
ま
っ
て
、
そ
こ
へ
は
出
て
行
か
れ
な
い
や
う
な
気
拝
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。

こ
こ
で
吉
田
が
「
便
り
な
い
変
な
気
持
」
に
な
っ
た
の
は
、
死
ん
で
行
く
娘
の

淋
し
い
気
持
ち
に
共
鳴
す
る
と
と
も
に
、
自
分
の
「
病
ん
だ
身
体
」
の
行
く
末

を
思
い
知
ら
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
吉
田
は
、
「
病
ん
だ
身
体
」
を
他

老
の
よ
う
に
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
と
見
な
し
て
い
た
そ
れ
ま
で
の
自
分
を
、

「
の
ん
き
な
患
者
」
と
感
じ
た
の
で
ほ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
推
測
は
、
次
の

第
三
章
と
の
関
連
に
お
い
て
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

五

先
に
も
触
れ
た
が
、
第
三
茸
は
第
二
茸
に
お
け
る
娘
の
死
に
触
発
さ
れ
て
の

吉
田
の
回
想
と
し
て
語
り
始
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
吉
田
は
多
く
の
肺
病
患
者
の

死
に
つ
い
て
思
い
を
巡
ら
せ
、
「
そ
れ
ら
の
人
達
の
病
気
に
か
か
っ
て
死
ん
で

行
つ
た
ま
で
の
期
間
は
非
常
に
短
か
か
っ
た
」
こ
と
に
思
い
当
た
る
。
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
吉
田
は
、
「
そ
れ
ら
の
人
達
」
同
様
自
分
に
も
早
晩
死
が
訪
れ
る

こ
と
を
痛
感
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
吉
田
は
そ
の
絶
望
的

状
況
の
前
で
無
気
力
に
は
陥
ら
ず
、
む
し
ろ
「
自
分
に
す
す
め
ら
れ
た
肺
病
の

薬
」
を
通
じ
て
世
間
の
人
々
の
肺
病
に
対
す
る
奮
闘
ぶ
り
に
思
い
を
馳
せ
て
行

く
。
「
人
間
の
脳
味
噌
の
黒
焼
の
託
」
と
「
首
粘
り
の
組
の
話
」
は
、
そ
の
よ

ぅ
な
意
識
の
流
れ
の
中
で
吉
田
が
憩
起
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
が
、
こ
の
二

つ
の
挿
話
に
見
ら
れ
る
吉
田
の
態
度
に
は
若
干
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

前
者
甚
お
い
て
吉
田
は
、
「
自
分
の
弟
の
脳
味
噌
の
黒
焼
を
い
つ
ま
で
も
身

近
に
持
っ
て
ゐ
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
こ
の
病
気
で
悪
い
人
に
会
へ
は
呉
れ
て
や

ら
う
と
い
ふ
」
女
に
「
何
か
し
ら
堰
へ
難
い
も
の
」
を
感
じ
、
そ
れ
を
買
っ
て

来
た
母
親
に
対
し
て
「
取
返
し
の
つ
か
な
い
い
や
な
こ
と
」
を
し
た
と
心
の
中

で
責
め
て
い
る
。
こ
こ
で
吉
田
は
知
識
人
の
立
場
か
ら
、
非
合
理
な
も
の
に
槌

ろ
う
と
す
る
俗
世
間
の
人
々
を
非
難
し
、
そ
の
よ
う
な
俗
信
を
受
け
入
れ
た
母

親
に
失
望
し
て
い
る
の
だ
が
、
逆
か
ら
見
れ
ば
、
吉
田
は
現
実
の
生
々
し
さ
を

受
容
で
き
ず
、
ま
た
子
を
思
う
母
の
気
持
ち
に
対
す
る
理
解
に
も
欠
け
て
い
る

と
言
え
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
後
者
に
お
い
て
吉
田
は
、
「
さ
ふ
い
ふ
迷
信
を

信
じ
る
人
間
の
無
智
に
馬
鹿
馬
鹿
し
さ
を
感
じ
」
る
と
同
時
に
、
「
そ
れ
ら
の

人
間
の
感
じ
て
ゐ
る
肺
病
に
対
す
る
手
段
の
絶
望
と
、
病
人
達
の
何
と
し
て
で

も
自
分
の
よ
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
ふ
暗
示
を
得
た
い
と
い
ふ
二
つ
の
事
柄
」

に
も
気
付
い
て
い
る
。
人
間
の
恩
か
さ
と
真
剣
さ
と
が
表
裏
一
体
で
あ
る
こ
と

に
、
吉
田
は
思
い
到
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
挿
話
は
、
吉
田
の
間
接
体
験
に
つ
い
て
玖
も
の
で
あ
る
が
、
続

く
二
つ
の
挿
話
　
－
　
仔
鼠
の
黒
焼
き
の
話
・
入
信
を
勧
め
る
女
の
話
　
－
　
ほ
、

吉
田
の
直
接
体
験
（
し
か
も
、
「
吉
田
が
肺
病
患
者
だ
と
い
ふ
こ
と
を
見
破
っ

て
近
付
い
て
来
た
世
間
」
）
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
挿
話
に
共

通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
真
剣
で
あ
る
が
故
に
滑
稽
で
も
あ
る
世
間
の
人
間
摸
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様
の
中
に
、
知
識
人
の
立
場
に
い
た
は
ず
の
書
田
が
次
第
次
第
に
取
り
込
ま
れ

て
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
こ
で
の
吉
田
が
世
間
の
人
々
と

全
く
同
じ
次
元
に
降
り
立
っ
た
と
ま
で
は
言
い
難
い
。
病
院
の
附
添
婦
に
対
す

る
同
情
も
「
観
察
」
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
だ
し
、
入
信
を
勧
め
る
女
の
姿
か

ら
感
じ
た
「
自
分
等
の
思
っ
て
ゐ
る
よ
り
は
退
か
に
現
実
的
な
そ
し
て
一
生
懸

命
な
世
の
中
」
と
い
う
感
慨
に
も
、
自
己
と
世
間
と
の
問
に
一
定
の
距
離
を
置

い
て
い
る
態
度
を
看
取
で
き
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
回
想
部
分
に
お
け
る
吉
田

は
、
世
間
に
対
し
て
俳
観
者
の
位
置
に
止
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
回
想

部
分
は
、
そ
れ
ま
で
の
吉
田
が
い
か
に
「
の
ん
き
な
患
者
」
で
あ
っ
た
か
を
読

者
に
印
象
付
け
る
機
能
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
振
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
挿
話
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
吉
田

の
感
慨
は
あ
く
ま
で
過
去
の
時
点
で
の
も
の
で
あ
っ
て
、
荒
物
良
の
娘
の
死
に

蝕
発
さ
れ
て
の
「
便
り
な
い
変
な
気
持
」
か
ら
直
接
発
展
し
た
認
識
で
も
な
け

れ
ば
、
吉
田
が
最
終
的
に
到
達
し
た
心
境
で
も
な
い
。
『
の
ん
き
な
患
者
』
に

お
け
る
吉
田
の
最
終
的
な
感
慨
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
部
分
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

吉
田
は
こ
こ
で
肺
結
核
で
死
ん
だ
人
間
の
百
分
率
と
い
う
統
計
の
数
字
を
持

ち
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
読
者
に
唐
突
な
印
象
を
与
え
、
様
々
な
解
釈
や
評

価
を
生
み
出
す
母
体
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
の
統
計
の
数
字
を

通
じ
て
吉
田
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
特
に
次
の
箇
所
に
あ
る
と
思
う
。

吉
田
は
こ
れ
ま
で
こ
の
統
計
か
ら
ほ
単
に
さ
う
い
ふ
や
う
な
こ
と
を
抽

象
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
経
験
し
た
さ
う
い
ふ
こ
と
に
あ
て
は
め
て
考
へ

て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
荒
物
民
の
娘
の
死
ん
だ
こ
と
を
考
へ
、
ま
た
自
分

の
こ
の
何
遇
聞
か
の
問
う
け
た
苦
し
み
を
考
へ
る
と
き
、
漠
然
と
ま
た
か

う
い
ふ
こ
と
を
考
へ
な
い
て
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
そ
の
統
計
の

な
か
の
九
十
何
人
と
い
ふ
人
間
を
考
へ
て
み
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
は
女
も

あ
れ
ば
男
も
あ
り
子
供
も
あ
れ
ば
年
寄
も
ゐ
る
に
ち
が
ひ
な
い
。
そ
し
て

白
分
の
不
如
意
や
病
気
の
苦
し
み
に
力
強
く
堺
へ
て
ゆ
く
こ
と
の
出
来
る

人
間
も
あ
れ
ば
、
そ
の
い
づ
れ
に
も
塔
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
人
間
も
随

分
多
い
に
ち
が
ひ
な
い
。
し
か
し
病
気
と
い
ふ
も
の
は
決
し
て
学
校
の
行

軍
の
や
う
に
弱
い
そ
れ
に
堰
へ
る
こ
と
の
出
来
な
い
人
間
を
そ
の
行
軍
か

ら
除
外
し
て
く
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
最
後
の
死
の
ゴ
ー
ル
へ
行
く
ま
で

は
ど
ん
な
豪
傑
で
も
弱
虫
で
も
み
ん
な
同
列
に
な
ら
ば
し
て
妹
応
な
し
に

引
摺
っ
て
ゆ
く
1
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
吉
田
の
考
え
か
ら
、
次
の
二
つ
の
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
。

ま
ず
第
一
に
、
吉
田
は
自
分
が
受
け
た
身
体
的
な
苦
し
み
を
媒
介
と
し
て
、

九
十
何
人
と
い
う
抽
象
的
な
数
字
に
還
元
で
き
な
い
、
個
々
の
人
々
の
苦
し
み

を
実
感
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
他
者
の
よ
う
に
よ
そ

よ
そ
し
い
も
の
と
感
じ
て
い
た
「
病
ん
だ
身
体
」
に
自
己
同
定
す
る
1
換
言

す
れ
ば
、
身
体
の
他
者
性
を
受
け
入
れ
る
－
1
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
字
通
り
の

他
者
を
富
田
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
に
は
、
病
室
か
ら
一
歩

も
出
ら
れ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
「
物
語
空
間
の
枠
」
を
超
え
た

か
た
ち
で
の
他
者
と
の
連
帯
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
満
足
な
治
療
も
受
け
ら
れ
な
い
ま
ま
死
の

ゴ
ー
ル
へ
と
引
摺
ら
れ
て
い
く
病
人
の
一
人
と
し
て
自
分
を
見
な
す
こ
と
を
も

意
味
す
る
。
「
病
ん
だ
身
体
」
に
自
己
同
定
す
れ
ば
、
死
に
よ
っ
て
閉
ざ
さ
れ

た
「
時
間
的
な
枠
」
を
超
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
『
の
ん

き
な
患
者
』
に
お
け
る
吉
田
の
最
終
的
な
心
境
は
、
や
は
り
、
第
二
輩
末
尾
で

示
さ
れ
た
「
便
り
な
い
変
な
気
持
」
な
の
で
あ
り
、
吉
田
が
こ
の
現
実
の
重
さ

を
匡
祝
し
て
い
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

最
終
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
吉
田
が
、
「
病
ん
だ
身
体
」
を
拒
否
し
て
現
実
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を
超
え
た
あ
る
種
の
永
遠
に
回
帰
す
る
こ
と
よ
り
も
、
「
病
ん
だ
身
体
」
を
現

実
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
の
方
を
選
択
し
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
死
を
直
前
に
控
え
た
者
が
迫
ら
れ
る
ギ
リ
ギ
リ
の
選
択
で
あ
っ
て
、

余
人
が
軽
々
し
く
ロ
を
差
し
挟
む
領
域
の
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
重
要

な
の
は
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
と
い
う
作
品
が
、
こ
の
よ
う
な
吉
田
の
最
終
的

な
選
択
を
読
者
に
示
し
得
る
よ
う
に
、
構
造
化
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
関
し
て
ほ
、
こ
れ
ま
で
の
作
品
分
析
が
そ
れ
を
証

明
し
て
い
る
。
『
の
ん
き
な
患
者
』
は
、
主
人
公
が
「
病
ん
だ
身
体
」
を
介
し

て
「
他
者
」
と
の
連
帯
の
可
能
性
を
見
出
し
て
い
く
物
語
と
し
て
、
確
か
に
読

む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

六

最
後
に
、
留
保
し
て
い
た
作
家
論
的
な
視
座
か
ら
の
検
討
を
『
の
ん
き
な
患

者
』
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
と
そ
れ
以
前
の
梶
井
文

学
と
の
相
違
点
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
、
作
家
論
的
な
検
討
と
い
っ
て

も
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
作
家
が
、
様
々
な
伝
記
的
事
実
を
担
う
生
身
の
〈
作

者
〉
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
小
説
と
い
う
言
語
芸
術
を
創
出
す

る
母
体
と
し
て
の
《
作
家
》
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
断
っ
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
と
そ
れ
以
前
の
梶
井
文
学
と
の

相
違
点
と
い
っ
て
も
、
た
だ
変
化
し
た
点
だ
け
を
追
究
す
る
の
で
は
な
く
、

『
の
ん
き
な
患
者
』
に
お
い
て
変
化
し
な
か
っ
た
側
面
（
正
確
に
は
、
変
化
が

徹
底
し
な
か
っ
た
側
面
）
に
つ
い
て
も
言
及
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
問
題
は
多
角
的
な
視
点
か
ら
追
究
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
論

で
は
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
作
品
構
造
を
解
明
す
る
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一

っ
で
も
あ
っ
た
「
身
体
」
に
着
目
し
て
、
考
察
を
進
め
た
い
。
『
の
ん
き
な
患

老
』
以
前
の
作
品
に
お
い
て
、
作
家
・
梶
井
は
「
身
体
」
を
ど
の
よ
う
に
描
い

て
来
た
の
か
。
次
に
典
型
的
な
例
を
揚
げ
て
検
討
し
て
ふ
よ
う
。

此
処
で
も
町
は
、
窓
辺
か
ら
見
る
風
景
の
や
う
に
、
歩
い
て
ゐ
る
彼
に

展
け
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

生
れ
て
か
ら
末
だ
一
度
も
踏
ま
な
か
っ
た
道
。
そ
し
て
同
時
に
、
実
に

親
し
い
思
ひ
を
起
さ
せ
る
道
。
－
そ
れ
は
も
う
彼
が
限
ら
れ
た
回
数
通

り
過
ぎ
た
こ
と
の
あ
る
何
時
も
の
遺
で
は
な
か
っ
た
。
何
時
の
頃
か
ら
歩

い
て
ゐ
る
の
か
、
喬
は
自
分
が
と
こ
と
は
の
過
ぎ
て
ゆ
く
者
で
あ
る
の
を

今
は
感
じ
た
。

そ
ん
な
時
朝
鮮
の
鈴
は
、
喬
の
心
を
顕
は
せ
て
鳴
っ
た
。
或
る
時
は
、

喬
の
現
身
は
遠
の
上
に
失
は
れ
鈴
の
音
だ
け
が
町
を
過
る
か
と
思
ほ
れ

た
。
ま
た
或
る
時
そ
れ
は
腰
の
あ
た
り
に
湧
き
出
し
て
、
彼
の
身
体
の
内

部
へ
流
れ
入
る
澄
み
透
っ
た
渓
流
の
や
う
に
思
へ
た
。
そ
れ
は
身
体
を
流

れ
め
ぐ
っ
て
、
病
気
に
汚
れ
た
彼
の
血
を
、
洗
ひ
清
め
て
呉
れ
る
の
だ
。

こ
れ
は
、
『
あ
る
心
の
風
景
』
　
（
大
正
十
五
年
八
月
）
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

主
人
公
・
喬
は
、
性
病
と
肺
病
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
、
『
の
ん
き
な
患
者
』

の
吉
田
と
同
様
「
病
ん
だ
身
体
」
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
が
、
「
病
ん
だ
身
体
」

を
特
殊
な
感
覚
体
験
の
中
で
無
化
す
る
こ
と
に
よ
る
現
実
浄
化
を
求
め
て
い
る

点
で
、
「
病
ん
だ
身
体
」
を
受
け
入
れ
た
吉
田
と
は
異
な
る
。
こ
こ
で
の
喬
は
、

現
実
世
界
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
身
体
の
無
化
を
通
じ
て
、
現
実
世
界
の
時

空
を
超
え
た
「
永
遠
」
へ
と
精
神
を
回
帰
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

『
あ
る
心
の
風
景
』
と
い
う
作
品
は
、
日
常
的
な
時
空
間
と
そ
れ
を
超
え
た

「
永
遠
」
と
で
も
い
う
べ
き
時
空
と
の
問
を
、
垂
直
移
動
す
る
言
語
の
ダ
イ
ナ

ミ
ズ
ム
を
軸
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
詳
細
な
検
証
は
、
ま
た

稿
を
改
め
て
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
れ
は
、
『
の
ん
き
な
愚
老
』
以
前
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の
梶
井
文
学
に
共
通
し
て
い
え
る
特
徴
で
も
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
の
ん
き

な
患
者
』
は
、
前
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
日
常
的
な
時
空
間
を
超
え
た
「
永

遠
」
を
志
向
す
る
こ
と
な
く
、
日
常
の
中
を
水
平
移
動
す
る
言
語
の
運
動
を
軸

に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
『
の
ん
き
な
患
者
』
に
お
い
て
作
家
・
梶
井
が
試
み
た

文
学
的
転
換
と
は
、
非
常
に
大
ざ
っ
ば
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
小
説
を
形
成
す

る
言
語
の
運
動
を
垂
直
方
向
か
ら
水
平
方
向
へ
と
転
換
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
の
ん
き
な
患
者
』
に
お
け
る
日
常
的
な
時
空
間
の
重
視
に
対

（5）

し
て
、
樫
原
氏
は
私
小
説
へ
の
方
法
的
回
帰
で
あ
る
と
の
批
判
を
下
し
て
い
る

が
、
小
説
の
素
材
と
し
て
日
常
を
重
視
す
る
こ
と
が
私
小
説
的
と
い
う
マ
イ
ナ

（
〓
）

ス
評
価
に
直
結
す
る
と
は
、
私
に
は
思
わ
れ
な
い
。
作
者
の
日
常
を
作
品
の
素

材
と
し
て
も
、
作
者
を
連
想
さ
せ
る
主
人
公
を
相
対
化
す
る
言
語
の
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
が
作
品
内
に
機
能
し
て
い
れ
ば
、
私
小
説
と
は
ま
た
別
の
小
説
た
り
得
る

と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
が
、
こ
う
し
た
言
語
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
有
す

る
作
品
と
し
て
充
分
に
立
体
化
さ
れ
て
い
る
か
と
問
え
ば
、
残
念
な
が
ら
否
と

答
え
ざ
る
を
得
な
い
。
作
品
分
析
を
通
し
て
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、
冒
頭
部
分

で
の
吉
田
を
相
対
化
す
る
語
り
が
作
品
全
体
を
通
じ
て
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
こ

と
が
、
『
の
ん
き
な
患
者
』
の
作
品
世
界
を
今
ひ
と
つ
平
板
な
も
の
に
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
樫
原
氏
の
批
判
も
、
素
材
の
問
題
で
は
な
く
語
り
の
問
題
と
し

て
な
ら
、
あ
る
程
度
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
冒
頭
部
分
で
わ
ず
か
で
も
試
み
ら
れ
た
こ
と
を
す
べ
て
無
に
帰

す
る
こ
と
も
、
ま
た
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
梶
井
基
次
郎
は
、
『
の
ん
き
な

患
者
』
で
方
法
的
な
検
索
に
着
手
し
、
そ
の
中
途
で
逝
っ
た
。
後
の
世
の
論
者

と
し
て
ほ
、
残
さ
れ
た
作
品
を
精
密
に
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能

性
と
問
題
点
と
を
で
き
る
限
り
正
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
し
か
な
い
の
で
あ

る
。

〔注〕
川
　
昭
和
六
年
五
月
十
九
日
付
・
辻
野
久
窟
宛
書
簡

は
　
昭
和
七
年
二
月
五
日
付
・
中
谷
孝
雄
宛
書
簡

脚
　
「
の
ん
き
な
患
者
」
論
（
『
琉
球
大
学
文
理
学
部
紀
要
』
十
一
号
・
昭
和
四

十
二
年
三
月
）

囲
　
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑫
　
梶
井
基
次
郎
・
中
島
敦
』
　
（
角
川
書
店
・
昭

和
五
十
七
年
一
月
）

糊
　
「
梶
井
基
次
郎
の
位
置
－
　
『
の
ん
き
な
患
者
』
を
中
心
に
　
－
」
（
『
国

語
国
文
学
論
集
』
第
十
一
号
・
昭
和
五
十
七
年
三
月
）

的
　
こ
の
「
説
話
論
」
と
い
う
表
現
は
、
昭
和
五
年
三
月
二
十
二
日
付
・
北
川

冬
彦
宛
書
簡
の
中
で
、
梶
井
自
ら
が
用
い
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。

僕
は
君
が
小
説
を
書
く
の
は
大
賛
成
だ
　
君
の
意
力
は
き
つ
と
小
説
と

い
ふ
形
式
に
　
書
き
甲
斐
　
働
き
甲
斐
を
見
出
す
だ
ら
う
と
思
ふ
　
僕
の

一
つ
思
ふ
こ
と
は
　
小
説
は
な
に
し
ろ
説
話
が
元
だ
か
ら
　
描
写
　
－
　
し

か
も
非
常
に
切
迫
し
た
形
式
の
そ
れ
を
や
っ
て
来
た
君
が
　
若
し
そ
の
描

写
で
や
っ
て
行
か
う
と
す
れ
ば
非
常
に
苦
し
い
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
と
思
ふ
　
こ
れ
は
僕
自
身
が
そ
ん
な
気
が
す
る
の
で
　
君
も
さ
う

で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
だ
、
な
に
し
ろ
説
話
と
い
ふ
奴
を
う
ま
く
使
は
な

け
れ
ば
楽
で
な
い
し
　
小
説
の
「
ス
ワ
リ
」
も
出
な
い
や
う
に
思
ふ

君
が
五
枚
十
枚
二
十
枚
の
散
文
詩
風
の
も
の
か
ら
書
い
て
ゆ
か
う
と
い

ふ
こ
と
は
　
そ
れ
自
身
と
し
て
非
常
に
い
い
試
み
と
は
思
ふ
が
　
そ
れ
と

は
別
に
　
こ
の
説
話
論
を
う
け
入
れ
て
く
れ
る
こ
と
を
隈
ふ
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川
　
『
＜
身
＞
の
構
造
－
身
体
論
を
超
え
て
－
』
　
（
青
土
社
・
昭
和
五
十

九
年
十
一
月
）

糾
　
「
梶
井
基
次
郎
と
某
村
磯
多
」
（
『
中
央
公
論
・
昭
和
七
年
二
月
）

糾
　
羽
鳥
徽
故
氏
は
、
「
の
ん
き
な
患
者
　
－
　
事
実
認
定
の
作
品
　
－
」
（
『
国

文
学
』
昭
和
四
十
九
年
六
月
）
の
中
で
、
こ
の
作
品
は
「
弟
の
こ
と
を
書
い

た
あ
た
り
に
無
駄
が
あ
」
る
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
説
明
口

調
の
叙
述
の
乱
用
は
小
説
と
し
て
好
ま
し
い
と
は
言
え
な
い
し
、
ま
た
も
っ

と
上
手
い
表
現
の
仕
方
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
が
、
小
説
と
い
う
言
語
空
間
を

多
様
な
位
相
の
言
葉
が
織
り
な
す
テ
ク
ス
ト
と
見
る
と
き
、
原
則
的
に
小
説

内
に
無
駄
な
部
分
な
ど
な
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈹
　
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
　
ー
　
方
法
論
の
試
み
　
－
　
』
　
（
花
輪
光
・
和
泉

涼
一
訳
、
書
韓
風
の
苗
薇
・
昭
和
六
十
年
九
月
）

餌
　
ま
た
、
私
小
説
＝
社
会
的
な
視
野
を
欠
く
方
法
的
に
も
未
熟
な
ジ
ャ
ソ

ル
、
と
い
う
制
度
化
さ
れ
た
文
学
史
上
の
「
常
識
」
も
、
そ
ろ
そ
ろ
再
検
討

さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

附
記本

稿
は
、
平
成
元
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
春
季
研
究
集
会
に
お
け
る

発
表
に
補
訂
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
で
御
助
言
を
賜
っ
た
、
米
谷
展
先

生
・
藤
本
千
的
子
先
生
・
遠
藤
伸
治
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

な
お
、
梶
井
基
次
郎
の
作
品
等
の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
版
『
梶
井
基
次
郎
全

集
』
に
拠
っ
た
。
引
用
す
る
際
に
、
新
字
体
の
あ
る
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め

た
。

－
　
広
島
大
学
文
学
部
助
手
　
－

A
会
員
近
著
紹
介
Ⅴ

『
岸
本
由
三
流
　
後
撰
和
歌
集
標
注
』
　
　
　
　
　
　
妹
尾
　
好
倍
著

末
翻
刻
の
「
後
撰
和
歌
集
標
注
」
　
（
文
化
十
年
成
）
二
十
巻
四
冊
の
翻
刻
。

江
戸
青
雲
堂
英
文
蔵
板
（
広
島
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
宝
蔵
の
折

本
）
に
よ
り
、
不
鮮
明
な
部
分
を
静
茹
堂
文
庫
蔵
山
城
昆
佐
兵
衛
板
木
な
ど
を

参
照
し
て
翻
刻
す
る
。
岸
本
由
豆
流
が
対
校
し
て
い
る
異
本
・
慶
長
本
な
ど
を

始
め
、
標
注
の
出
典
書
な
ど
は
ゴ
チ
ッ
ク
活
字
に
し
て
、
真
測
、
宣
長
の
所
説

注
記
も
判
読
し
や
す
い
よ
う
に
す
る
配
慮
を
払
っ
て
あ
る
。
標
注
の
引
用
文
献

の
巻
数
や
作
者
名
表
記
の
誤
り
や
、
引
用
の
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
枕
草
子

な
ど
の
段
数
を
併
記
す
る
な
ど
、
使
用
者
の
便
利
を
は
か
っ
て
い
る
。
副
文
献

一
覧
、
和
歌
初
句
索
引
、
標
注
引
用
文
献
書
名
作
品
各
索
引
を
も
付
し
た
上
で
、

解
説
に
は
、
標
準
の
注
釈
態
度
、
成
立
と
刊
年
の
問
題
、
由
豆
流
と
そ
の
著
作

に
つ
い
て
述
べ
、
標
注
が
校
合
に
使
用
し
た
慶
長
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
詳

細
な
説
明
を
加
え
る
。
従
来
、
古
今
集
、
新
古
今
集
以
外
は
無
視
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
が
、
最
近
、
八
代
集
全
体
に
ま
で
視
野
を
広
げ
る
方
向
に
転
じ
た
。
こ

の
時
期
に
、
本
書
が
翻
刻
、
解
説
付
き
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
は
、
近
世
の
古
典

研
究
の
再
認
識
も
含
め
て
、
意
義
深
い
。

（
平
成
元
年
九
月
、
和
泉
書
院
刊
。
A
五
版
、
四
二
〇
ペ
ー
ジ
、
定
価
一
五
、

〇
〇
〇
円
）
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