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作
品
で
あ
る
。

「
忌
中
」
（
「
文
學
界
」
平
一
五
・
五
）
は
妻
の
介
護
疲
労
と
経
済
的
破

綻
に
よ
っ
て
、
夫
が
後
追
い
心
中
を
図
る
ま
で
の
経
緯
を
描
い
た
小
説
で

あ
る
。
病
弱
な
妻
を
殺
害
し
た
後
に
、
す
ぐ
に
自
殺
を
す
る
事
が
出
来
ず
、

そ
の
夫
が
後
追
い
心
中
を
実
行
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
返
済
不
可
能
な

高
額
な
借
金
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
を
死
に
追
い
込
む
と

い
っ
た
行
動
と
、
そ
の
生
の
最
終
局
面
に
お
け
る
人
間
存
在
の
在
り
様
が

描
か
れ
て
い
る
。
今
日
、
介
護
疲
労
の
果
て
の
殺
人
事
件
や
無
理
心
中
事

件
は
決
し
て
珍
し
い
事
件
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
も
、
「
忌
中
」
は
現

在
の
超
高
齢
化
社
会
に
住
む
私
た
ち
に
様
々
な
問
題
を
投
げ
掛
け
て
い
る

車
谷
長
吉
は
、
「
凡
庸
な
私
小
説
作
家
廃
業
宣
言
」
（
「
新
潮
」
平
一
七わた
く
し

．
一
一
、
以
下
「
宣
一
一
一
一
口
」
と
略
す
。
）
を
発
表
し
、
「
宣
一
一
一
口
」
以
降
は
、
「
私

試
み
と
し
て
の
悪

は
じ
め
に

ｌ
車
谷
長
吉
「
忌
中
」
論

（
１
）

小
説
」
を
書
か
な
い
］
日
を
表
明
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
宣
一
一
一
一
口
」
を
出
す

直
接
的
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
小
説
「
刑
務
所
の
裏
」
（
「
新
潮
」

平
一
四
・
新
年
号
）
の
内
容
が
問
題
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
作
品

で
は
、
実
在
す
る
人
物
名
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、
車
谷
本
人
は
、

「
基
本
的
に
は
す
べ
て
虚
構
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
」
（
「
宣
言
」
）
と
は
い
う

も
の
の
、
実
在
の
人
物
と
の
軋
礫
が
生
じ
、
法
廷
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
苦
い
経
験
を
経
て
、
車
谷

は
、
こ
の
作
品
の
後
に
書
い
た
「
忌
中
」
（
「
文
學
界
」
平
一
五
・
五
）
で

は
、
固
有
名
を
記
述
す
る
こ
と
に
か
な
り
気
を
配
り
、
注
意
深
く
な
っ
て

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
一
」
の
作
品
に
仕
掛
け
ら
れ
た
虚
構
に

も
留
意
し
な
が
ら
、
作
品
が
提
起
し
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
し
」
田
心
）
つ
。

伊
藤
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試みとしての悪

車
谷
作
品
の
ひ
と
つ
の
大
き
な
特
徴
で
も
あ
る
が
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持

た
せ
る
た
め
に
、
作
者
は
度
々
、
作
中
に
実
在
す
る
人
物
名
や
地
名
な
ど

を
、
そ
の
小
説
に
書
き
込
む
と
い
っ
た
手
法
を
用
い
て
い
る
。
し
か
し
、

「
忌
中
」
で
は
、
具
体
的
な
固
有
名
を
作
品
の
随
所
に
書
き
込
み
な
が
ら

も
、
現
実
と
の
軋
礫
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
き
わ
め
て
巧
妙
に
事

実
を
覆
い
隠
す
よ
う
な
描
き
方
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
主
人
公
の
菅

井
修
治
が
卒
業
し
た
の
は
「
亜
細
亜
大
学
」
で
あ
る
が
、
昭
和
二
年
生

ま
れ
の
修
治
が
大
学
を
卒
業
す
る
の
は
、
常
識
的
に
考
え
れ
ば
二
二
歳
の

時
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
卒
業
は
昭
和
三
一
一
一
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
、
亜
細
亜
大
学
が
設
置
さ
れ
、
最
初
の
学
部
で
あ
る
商
学
部
が
開

設
さ
れ
る
の
は
昭
和
三
○
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
昭
和
一
一
一
一
一
一
年
に
は
、
ま

だ
卒
業
生
を
出
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
修
治
は
設
置
さ
れ

て
も
い
な
い
大
学
に
入
学
し
、
卒
業
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ

れ
は
作
者
の
計
算
の
う
ち
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
不
明
で
は
あ
る
が
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

大
学
の
実
名
だ
け
を
借
用
し
た
半
端
な
虚
構
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

う
な
質
の
虚
構
は
、
亜
細
亜
大
学
関
係
者
が
一
」
の
作
品
を
読
ん
だ
場
合
に
、

車
谷
の
底
意
地
の
悪
さ
を
感
じ
、
不
快
な
印
象
を
持
つ
か
も
知
れ
な
い
。

同
様
に
、
妻
一
一
三
子
の
出
身
高
校
を
、
豊
島
区
に
実
在
し
て
い
る
豊
島
岡

女
子
学
園
高
等
学
校
の
校
名
に
似
せ
て
、
「
豊
島
女
子
商
業
高
等
学
校
」

と
称
し
、
や
は
り
紛
ら
わ
し
い
虚
構
化
を
図
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
修
治
が
住
む
千
葉
県
流
山
市
東
深
井
は
現
存
す
る
地

域
名
で
は
あ
る
が
、
番
地
ま
で
は
書
き
込
ま
ず
に
、
「
運
河
駅
」
か
ら
徒

１
回
避
さ
れ
る
固
有
名

歩
五
分
と
い
っ
た
よ
う
に
暖
昧
に
書
き
、
ま
た
、
修
治
の
勤
務
す
る
「
田

端
信
用
金
庫
滝
野
川
支
店
」
は
、
現
実
に
重
ね
て
み
れ
ば
、
滝
野
川
信
用

金
庫
田
端
支
店
と
し
て
実
在
す
る
の
で
、
実
名
の
一
部
を
入
れ
替
え
て
し

ま
っ
て
い
る
。
も
し
、
仮
に
、
現
存
す
る
高
校
名
や
番
地
、
信
用
金
庫
の

名
称
を
そ
の
ま
ま
書
き
込
め
ば
、
修
治
の
行
動
か
ら
し
て
、
問
題
と
な
る

可
能
性
が
ま
っ
た
く
な
い
と
も
い
え
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
修
治
が
通
い

マ
マ

つ
め
る
「
越
ヶ
谷
」
の
「
ヘ
ル
シ
ー
・
ラ
ン
ド
ア
ク
エ
リ
ア
ス
」
に
し

て
も
、
お
そ
ら
く
そ
の
モ
デ
ル
は
、
越
谷
へ
ル
シ
ー
ラ
ン
ド
・
ら
ぽ
－
れ

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
越
谷
と
い
う
地
名
や
へ
ル
シ
ー
ラ
ン
ド
ま
で
は

そ
の
名
称
を
借
用
す
る
も
の
の
、
ら
ぽ
－
れ
の
名
称
だ
け
は
変
更
し
て
い

る
。
つ
ま
り
実
在
す
る
固
有
名
を
使
い
な
が
ら
、
微
妙
な
と
こ
ろ
で
現
実

と
の
照
応
を
回
避
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、
車
谷
自
身
と
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
固
有
名
に
し
て
も
、
と

く
に
問
題
が
な
い
場
合
は
、
改
変
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
書
き
込
ん
で
い
る
。

修
治
が
「
ア
ク
エ
リ
ア
ス
」
で
知
り
遇
っ
た
明
美
に
、
多
額
の
借
金
ま
で

し
て
衣
服
や
靴
な
ど
を
購
入
さ
せ
る
の
は
、
「
池
袋
西
武
百
貨
店
」
で
あ

る
が
、
こ
の
場
合
の
百
貨
店
の
固
有
名
の
記
載
は
特
に
問
題
と
は
な
ら
な

い
。
西
武
百
貨
店
で
あ
れ
、
東
武
百
貨
店
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
は
一
般
消
費

者
が
利
用
す
る
百
貨
店
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

車
谷
が
一
時
、
西
武
セ
ゾ
ン
グ
ル
ー
プ
の
代
表
堤
清
二
（
辻
井
喬
）
と
扇

（
２
）

用
関
係
が
あ
っ
た
事
実
を
知
る
読
者
で
あ
れ
ば
、
西
武
百
貨
店
が
書
き
込

ま
れ
る
こ
と
に
何
ら
か
の
思
い
を
連
想
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

他
に
も
実
際
の
固
有
名
を
特
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
例
を
挙
げ
て
み
よ

う
。
修
治
が
一
○
年
来
に
わ
た
っ
て
、
は
が
き
将
棋
の
や
り
と
り
を
行
っ

て
い
る
仙
台
在
住
の
「
東
北
大
学
科
学
哲
学
科
」
の
教
員
、
「
杉
ノ
森
慶
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一
」
は
、
哲
学
に
多
少
の
興
味
や
関
心
が
あ
る
読
者
で
あ
れ
ば
、
『
言
語

行
為
の
現
象
学
」
（
平
五
・
九
、
勁
草
書
房
）
や
「
物
語
の
哲
学
柳
田
國

男
と
歴
史
の
発
見
」
（
平
八
・
七
、
岩
波
書
店
）
等
の
著
者
で
あ
る
東
北
大

学
文
学
部
教
授
、
野
家
啓
一
を
直
ち
に
思
い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。
あ
る

（
３
）

い
は
、
車
谷
の
エ
ッ
セ
イ
「
仙
台
の
火
消
一
軍
」
を
読
ん
で
い
る
読
者
で
あ

る
な
ら
ば
、
仙
台
の
野
家
啓
一
か
ら
車
谷
本
人
に
、
突
然
、
火
消
壷
が
送

ら
れ
て
き
た
事
実
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
は
が
き
将
棋
の
や
り
と
り
ま

で
も
事
実
だ
と
判
断
す
る
材
料
は
な
い
に
し
て
も
、
「
杉
ノ
森
慶
こ
と

野
家
啓
一
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
な
ん
ら
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

さ
ら
に
、
車
谷
の
小
説
「
一
番
寒
い
場
所
」
（
「
新
潮
」
平
二
・
七
）
の

冒
頭
は
、
車
谷
自
身
が
仙
台
の
野
家
啓
一
に
電
話
を
か
け
る
一
文
か
ら
始

ま
っ
て
お
り
、
車
谷
と
野
家
は
交
友
関
係
に
あ
る
こ
と
を
伺
い
知
る
こ
と

が
出
来
る
。
こ
れ
ら
は
要
す
る
に
、
車
谷
は
自
分
自
身
を
取
り
巻
く
現
実

か
ら
直
接
に
固
有
名
を
借
用
し
な
が
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
を
部

分
的
に
改
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
う
な
れ
ば
、
何
ら
か
の
責
任
を
回

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

避
す
る
半
端
な
虚
構
を
作
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
吉
本
隆
明
は
、
車
谷
の
別
の
作
品
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、

「
わ
た
し
に
は
こ
の
悪
作
の
意
想
の
表
出
は
か
な
り
本
格
的
な
も
の
に
お

も
え
る
。
根
性
曲
が
り
、
ひ
と
に
た
い
す
る
憎
悪
と
怨
恨
の
心
情
、
病
的

な
発
作
、
お
よ
そ
悪
意
を
働
か
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
無
意
識
の
荒
廃
、（
４
）

こ
れ
ら
が
作
ロ
叩
の
「
私
」
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
要
素
に
な
っ
て
い
る
」

と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
、
「
忌
中
」
の
主
人
公
修
治
に
も
当
て

嵌
ま
る
だ
け
で
は
な
く
、
車
谷
の
人
間
観
そ
の
も
の
に
関
わ
る
評
言
に

な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
作
者
車
谷
へ
の
言
及
は
後
に
行
う

こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
修
治
の
人
間
観
に
即
し
て
検
討
を
進
め
て
い
き

そ
こ
で
留
意
し
た
い
の
は
、
修
治
の
勤
務
先
と
そ
の
業
務
の
内
容
、
及

び
転
職
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
修
治
が
信
用
金
庫
の
貸
付
係
長
と
い
う

職
に
あ
っ
た
時
、
担
保
不
足
で
お
金
を
貸
し
た
の
が
焦
げ
付
き
、
勤
務
先

か
ら
責
任
を
問
わ
れ
て
処
分
を
受
け
、
八
○
万
円
あ
ま
り
を
弁
済
さ
せ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
修
治
を
金
融
ブ
ロ
ー
カ
ー
に
転
進
さ
せ
た
き
っ

か
け
と
な
っ
た
こ
と
は
、
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
彼
が
信
用
金
庫
を
辞
め
て

い
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
辞
め
た
と
し
て
も
金
融
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
し
て
成
功

し
て
い
た
と
し
た
ら
、
妻
を
殺
害
す
る
こ
と
も
、
自
ら
自
殺
を
図
る
こ
と

も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
修
治
が
金
融
ブ
ロ
ー
カ
ー
へ
転
職
す
る
時
期

は
昭
和
五
九
年
と
さ
れ
て
お
り
、
平
成
二
年
の
暮
れ
以
降
、
仕
事
が
行
き

詰
っ
た
彼
は
無
収
入
と
な
る
。
我
が
国
の
バ
ブ
ル
景
気
が
決
定
的
に
破
綻

す
る
の
が
平
成
三
年
の
二
月
で
あ
る
。
修
治
の
生
活
の
破
綻
と
バ
ブ
ル
景

気
の
破
綻
は
時
期
的
に
ほ
ぼ
重
っ
て
い
る
。
修
治
の
生
活
が
、
以
前
よ
り

も
さ
ら
に
一
層
悪
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
現
実
の
経
済
の
動
き
と
密

接
に
連
動
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

修
治
は
住
宅
ロ
ー
ン
を
完
済
し
た
も
の
の
、
十
分
な
貯
蓄
が
な
い
た
め

に
、
妻
の
介
護
を
地
道
に
行
う
経
済
力
が
な
く
、
四
○
代
で
膠
原
病
を
発

病
し
、
継
続
的
な
介
護
が
必
要
で
あ
っ
た
妻
を
殺
害
し
た
の
で
あ
っ
た
。

た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
次
に
、
「
ひ
と
に
た
い
す
る
憎
悪
と
怨
恨
の
心

情
」
や
「
悪
意
を
働
か
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
無
意
識
の
荒
廃
」
が
な
に

ゆ
え
に
主
人
公
修
治
に
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
主
な

原
因
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

２
資
本
主
義
へ
の
怨
蹉
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試みとしての悪

彼
は
後
追
い
心
中
を
す
る
こ
と
が
出
来
ず
に
生
き
残
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
が
、
自
ら
死
を
覚
悟
し
よ
う
と
も
、
生
き
て
い
る
限
り
は
日
々
の
生

活
費
は
必
要
と
な
る
。
修
治
が
妻
の
死
を
隠
蔽
す
る
の
は
、
妻
の
死
が
発

覚
す
れ
ば
、
妻
の
年
金
が
支
給
さ
れ
な
く
な
る
と
い
っ
た
現
実
問
題
が
控

バ
ブ
ル

え
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
下
部
構
造
と
し
て
の
金
融
経
済
シ
ス
テ

ム
の
破
綻
が
修
治
の
妻
殺
害
の
直
接
的
原
因
で
は
な
い
に
し
て
も
、
修
治

を
そ
の
よ
う
な
立
場
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
っ
た
遠
因
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
が
な
い
９
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
修
治
が
金
融
業
者
か
ら
返
済
す
る

バ
ブ
ル

意
思
の
な
い
多
額
の
借
金
を
す
る
こ
と
が
、
金
融
資
本
主
義
へ
の
個
人
的

怨
嵯
と
受
け
取
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
貸
し
付
け
業
務
を
担
当
し

て
い
た
修
治
が
、
今
度
は
借
り
る
立
場
に
い
っ
き
に
反
転
す
る
の
も
、
お

そ
ら
く
作
者
の
計
算
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
修
治
は
そ
の
生
命
と

引
き
換
え
に
現
実
社
会
へ
の
復
讐
を
企
て
て
い
る
の
だ
と
理
解
す
れ
ば
分

か
り
や
す
い
。
そ
の
こ
と
が
こ
の
作
品
の
ひ
と
つ
の
主
張
だ
と
も
い
え
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
、
復
讐
と
い
う
の
は
当
の
本
人
が
生
き
て
い
れ
ば
こ
そ
、

意
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
修
治
が
自
殺
を
図
っ

た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
実
現
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
金

融
機
関
は
、
借
用
者
が
自
殺
す
れ
ば
、
保
険
会
社
か
ら
そ
の
借
用
し
た
分

が
保
障
さ
れ
、
か
え
っ
て
、
本
人
か
ら
借
金
を
取
り
立
て
る
必
要
が
な
く

な
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
修
治
の
悪
意
や
復
讐
が
成
立
し
な
く
な
る
可
能
性

も
な
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
修
治
は
、
時
に
明
美
と
性
的
交
渉
を
も
つ
に
し
て
も
、
そ

の
関
係
の
あ
り
よ
う
は
明
美
の
方
が
主
導
的
で
あ
り
、
修
治
は
、
む
し
ろ

受
動
的
で
あ
る
。
修
治
の
欲
望
は
、
「
死
ん
だ
よ
う
に
飾
っ
て
あ
っ
た
」

鞄
や
靴
や
衣
服
を
明
美
が
身
に
つ
け
、
「
生
き
返
っ
た
よ
う
に
見
え
る
」

こ
と
に
満
足
す
る
こ
と
の
方
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
性
的
関
係
を
欲
望
す

る
こ
と
よ
り
も
、
モ
ノ
が
「
生
き
返
る
」
こ
と
。
妻
が
「
生
き
返
る
」
こ

と
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
修
治
は
借
り
た
多
額
の
金
銭
を
、
現
実
に

生
き
て
い
る
身
近
な
明
美
の
た
め
に
消
費
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
う
な

れ
ば
、
修
治
は
明
美
に
「
生
」
を
擬
装
さ
せ
、
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
で
、

自
己
満
足
に
浸
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
明
美
は
妻
の
あ

り
え
な
い
復
活
の
代
理
表
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
代
理
表
象
は
、
約
四
○
年
前
に
、

妻
一
一
三
子
の
不
妊
治
療
の
帰
り
に
見
か
け
た
ス
タ
ー
歌
手
、
園
ま
り
が
、

現
在
出
演
し
て
い
る
「
ア
ク
エ
リ
ア
ス
」
で
の
公
演
と
も
無
関
係
で
は
な

い
。
現
在
の
園
ま
り
に
、
修
治
は
、
「
「
ど
さ
廻
り
」
で
あ
ろ
う
と
何
で
あ

ろ
う
と
、
い
っ
た
ん
「
死
ん
だ
者
」
が
生
き
返
っ
て
来
た
こ
と
に
、
あ
る

救
い
を
感
じ
」
取
っ
て
い
る
。

語
り
手
が
い
う
と
こ
ろ
の
、
園
ま
り
の
変
わ
ら
ぬ
美
貌
は
、
二
三
子
の

腐
乱
が
進
む
身
体
の
変
貌
と
対
比
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
一
一
三
子

の
身
体
の
変
化
を
、
よ
り
一
層
、
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
あ
る
一
定
の
年

齢
層
の
読
者
に
は
、
周
知
の
歌
手
で
あ
る
園
ま
り
と
い
う
実
名
を
、
作
品

内
に
取
り
込
ん
で
活
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
修
治
も
園
ま
り
を
「
愛

の
女
神
」
に
、
殺
害
し
た
妻
一
一
三
子
を
「
死
の
女
神
」
に
愉
え
て
み
せ
て

い
る
が
、
こ
の
二
項
対
立
は
き
わ
め
て
通
俗
的
で
あ
る
。
問
題
は
、
「
愛

の
女
神
」
に
瞼
え
ら
れ
た
園
ま
り
の
歌
手
生
活
四
○
周
年
を
記
念
す
る
リ

サ
イ
タ
ル
当
日
が
土
砂
降
り
の
雨
で
、
聴
き
に
行
く
予
定
を
取
り
止
め
た

修
治
の
心
理
が
、
「
客
足
に
響
く
だ
ろ
う
、
と
思
う
と
、
ざ
ま
ァ
見
や
が

れ
、
と
も
思
う
た
」
と
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
ざ
ま

ァ
見
や
が
れ
」
と
い
う
車
谷
特
有
の
言
葉
に
こ
そ
、
吉
本
隆
明
の
い
う
車
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谷
作
品
の
主
人
公
の
特
質
、
「
根
性
曲
が
り
」
、
「
悪
意
を
働
か
せ
ず
に
は

お
ら
れ
な
い
無
意
識
の
荒
廃
」
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と

が
出
来
る
。
し
か
も
、
そ
の
一
方
で
、
修
治
が
そ
の
よ
う
な
心
境
を
抱
き

な
が
ら
逢
い
に
行
く
明
美
も
、
そ
の
目
的
は
、
自
分
自
身
を
死
に
追
い
込

む
た
め
の
一
手
段
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
本
来
、
人
は
生
き
る
た

め
に
金
銭
の
都
合
を
つ
け
る
は
ず
が
、
修
治
は
死
ぬ
た
め
に
多
額
の
金
銭

を
借
用
し
、
浪
費
し
て
い
る
。
修
治
の
核
心
犯
的
な
借
金
は
、
そ
の
意
味

で
は
、
社
会
の
倫
理
や
規
則
に
反
し
て
い
る
が
、
作
者
は
そ
れ
を
人
間
の

剥
き
出
し
の
生
だ
と
把
握
し
、
肯
定
的
に
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

明
美
と
の
関
係
に
し
て
も
、
死
の
直
前
の
逢
瀬
以
外
は
、
必
ず
し
も
修

治
に
と
っ
て
は
性
の
問
題
が
第
一
義
的
で
あ
る
と
読
む
こ
と
は
出
来
な
い
。

作
品
内
に
散
見
さ
れ
る
期
日
や
曜
日
な
ど
に
着
目
し
、
日
を
追
っ
て
い
け

ば
、
こ
の
作
品
は
、
妻
の
死
体
が
変
容
し
て
い
く
過
程
と
修
治
の
生
の
過

程
が
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
も
、
結
果
か
ら
言
え
ば
、
修
治
の
自
殺
に
い

た
る
過
程
が
刻
み
込
む
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
お
そ
ら
く
、
作
者

は
そ
の
過
程
を
積
極
的
に
現
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
し
か
し
、
妻

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

の
死
体
が
腐
乱
し
て
い
く
過
程
は
、
明
ら
か
に
虚
構
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
が
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
、
反
対
に
固
有
名
を
ば
ら
ま
い
て
、
現
実
ら

し
く
見
せ
た
修
治
の
行
動
が
、
か
え
っ
て
嘘
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
の
は

一
種
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

修
治
は
自
死
の
直
前
、
明
美
に
、
明
美
と
い
う
本
名
で
は
な
く
、
Ｓ
Ｋ

Ｄ
時
代
の
芸
名
「
美
佐
」
と
呼
び
、
「
あ
な
た
の
人
生
は
あ
し
た
だ
け
じ
ゃ

な
く
て
、
あ
さ
っ
て
も
、
そ
の
次
の
日
も
あ
る
ん
だ
か
ら
」
と
語
り
か
け

て
い
る
。
さ
ら
に
、
わ
ざ
わ
ざ
仙
台
ま
で
会
い
に
行
っ
た
杉
ノ
森
に
は
、

車
谷
に
は
、
「
忌
中
」
の
発
表
の
時
期
と
踵
を
接
し
て
書
か
れ
た
「
死
」

（
５
）

と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
「
忌
中
」
に
お
け

る
後
追
い
心
中
を
考
え
る
上
で
、
あ
る
重
要
な
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。

「
死
」
に
は
、
車
谷
が
慶
応
義
塾
大
学
在
学
中
に
江
藤
淳
の
講
義
を
聴
き
、

文
学
の
基
本
を
学
ん
だ
こ
と
。
さ
ら
に
後
年
、
江
藤
の
強
い
推
軌
に
よ
っ

て
、
『
鱒
壷
の
匙
」
が
三
島
由
紀
夫
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
の
江
藤
へ
の
感

謝
の
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
平
成
一

一
年
七
月
に
自
殺
し
た
江
藤
淳
に
言
及
し
た
次
の
箇
所
で
あ
る
。

は
が
き
将
棋
の
「
最
後
の
一
番
を
か
た
づ
け
た
く
て
」
と
も
語
っ
て
い
る
。

修
治
は
自
殺
の
後
で
、
関
係
が
あ
っ
た
人
物
た
ち
に
、
自
分
の
こ
と
を
、

せ
め
て
記
憶
に
留
め
て
欲
し
い
た
め
に
、
そ
れ
と
な
く
、
そ
れ
こ
そ
人
生

最
後
の
別
れ
の
挨
拶
を
か
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
修
治

の
孤
独
を
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
彼
の
精
神
の
荒
廃
も
よ

く
現
し
て
い
る
。

江
藤
氏
の
死
は
、
前
年
、
病
死
な
さ
っ
た
慶
子
夫
人
へ
の
後
追
い

心
中
だ
っ
た
。
子
の
な
い
夫
婦
の
悲
劇
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
が
死
ね

ば
、
残
さ
れ
た
方
は
独
り
ぼ
っ
ち
に
な
る
の
で
あ
る
。
併
し
こ
れ
は

決
し
て
他
人
事
で
は
な
い
。
私
の
と
こ
ろ
も
子
の
な
い
夫
婦
だ
か
ら

で
あ
る
。
（
中
略
）
江
藤
氏
の
よ
う
に
嫁
は
ん
に
先
立
た
れ
た
時
の

こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
私
は
鳥
肌
が
立
つ
。
私
は
江
藤
氏

の
よ
う
に
後
追
い
心
中
が
出
来
る
の
か
。
江
藤
氏
の
死
は
、
こ
う
い

３
車
谷
長
吉
と
江
藤
淳
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試みとしての悪

こ
こ
に
は
、
江
藤
淳
が
病
死
し
た
妻
の
後
追
い
心
中
を
図
っ
た
こ
と
の

（
６
）

衝
撃
が
車
谷
自
身
に
跳
ね
返
り
、
伴
侶
亡
き
後
、
子
ど
も
の
い
な
い
夫
の

生
活
意
識
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
私
は
江
藤
氏
の
よ

う
に
後
追
い
心
中
が
出
来
る
の
か
」
と
い
う
自
ら
に
発
し
た
問
い
に
対
し

て
、
江
藤
淳
の
死
後
四
年
を
経
て
提
出
し
た
回
答
が
、
「
忌
中
」
で
あ
っ

た
と
考
え
れ
ば
分
か
り
や
す
い
。

江
藤
淳
は
、
六
六
歳
の
折
に
自
殺
を
図
っ
て
い
る
が
、
「
忌
中
」
の
主

人
公
修
治
が
自
殺
を
す
る
の
も
、
作
中
の
新
聞
報
道
の
記
載
に
よ
れ
ば
、

六
六
歳
な
の
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
作
者
車
谷
は
、
修
治
の
享
年
を
江
藤

淳
の
そ
れ
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
は
逆
説

オ
マ
ー
ジ
ュ

的
な
意
味
で
、
江
藤
淳
に
対
す
る
鎮
魂
の
小
説
で
あ
る
と
も
い
え
な
く
も

な
い
。
が
し
か
し
、
「
江
藤
氏
の
よ
う
に
後
追
い
心
中
が
出
来
る
の
か
」

と
い
っ
た
自
問
こ
そ
が
、
車
谷
の
生
の
認
識
が
き
わ
め
て
狭
随
で
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
、
「
子
の
な
い
夫
婦
」
で
あ
っ

て
も
、
妻
が
亡
く
な
っ
た
後
で
、
そ
の
夫
が
取
る
べ
き
生
き
方
は
、
後
追

い
自
殺
が
唯
一
の
対
処
の
仕
方
で
は
あ
る
ま
い
。

車
谷
は
、
そ
の
妻
高
橋
順
子
と
の
世
界
一
周
の
航
海
記
に
お
い
て
、
「
私

を
こ
の
世
に
繋
ぎ
止
め
て
い
る
も
の
は
、
お
袋
と
順
子
さ
ん
の
慈
悲
だ
け

で
あ
る
。
こ
の
二
人
が
い
な
く
な
っ
た
ら
、
も
う
こ
の
世
に
い
る
意
味
は

な
い
。
存
在
理
由
は
な
い
。
生
き
る
価
値
は
な
い
。
一
切
は
無
意
味
、
無

（『Ｊ）

価
値
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
過
剰
と
も
思
え
る
自
虐
的
自
己
一
一
一
一
口
及
を

行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
車
谷
が
繰
り
返
し
い
う
と
こ
ろ
の
、
直
木
賞
受

（
８
）

賞
以
降
の
強
迫
神
経
症
に
拠
る
一
一
一
口
説
の
一
種
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
で

う
問
い
を
絶
え
間
な
く
私
に
突
き
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

先
に
、
車
谷
の
半
端
な
虚
構
に
つ
い
て
は
、
車
谷
の
底
意
地
の
悪
ニ
ベ
」
を

指
摘
し
て
お
い
た
が
、
こ
の
「
朝
日
新
聞
」
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
実
際
に
朝
日
新
聞
は
存
在
す
る
が
、
件
の
期
日
の
朝
日
新
聞
夕

は
作
者
車
谷
の
精
神
を
分
析
す
る
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
車
谷
の

人
生
観
や
生
命
観
の
特
質
の
一
端
を
確
認
す
る
こ
と
に
留
め
て
お
く
。

「
忌
中
」
は
、
車
谷
の
人
生
観
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
最
後
に
修

治
が
自
殺
を
図
り
、
殺
害
し
た
妻
の
腐
敗
し
た
遺
体
が
発
見
さ
れ
る
こ
と

も
含
め
て
、
新
聞
の
三
面
記
事
と
し
て
報
道
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
結
末
と

な
っ
て
い
る
。
今
日
、
わ
た
し
た
ち
は
、
「
忌
中
」
に
類
似
し
た
心
中
事

件
の
報
道
に
、
し
ば
し
ば
接
す
る
事
も
あ
り
、
高
齢
者
の
心
中
は
決
し
て

稀
有
な
事
件
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
春

（
９
）

日
武
彦
が
、
「
忌
中
」
に
一
三
口
及
し
た
論
稿
の
な
か
で
、
修
治
の
自
殺
を
報

じ
た
作
品
内
の
新
聞
記
事
（
作
品
中
に
は
「
平
成
一
五
年
五
月
二
七
日
火

曜
日
朝
日
新
聞
夕
刊
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
）
に
関
し
て
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
の
も
、
現
在
の
我
が
国
の
超
高
齢
化
社
会
の
現
実
を
反
映

し
た
素
朴
な
反
応
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
記
事
は
本
物
だ
ろ
う
と
思
っ
た
（
実
は
五
割
く
ら
い
の
確
率

で
）
。
そ
れ
に
朝
日
新
聞
に
載
っ
て
い
た
と
明
記
し
、
つ
い
で
に
毎

日
に
も
讃
費
に
も
同
様
の
記
事
が
載
っ
て
い
た
と
記
し
て
い
る
。
さ

す
が
に
嘘
だ
っ
た
ら
具
体
的
に
新
聞
の
名
前
ま
で
は
書
く
ま
い
と
推

測
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
応
好
奇
心
か
ら
縮
刷
版
を
調
べ
て
み

た
ら
、
こ
ん
な
記
事
は
載
っ
て
い
な
か
っ
た
。
日
に
ち
が
ず
れ
て
い

た
わ
け
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
。
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刊
に
は
、
作
品
に
描
か
れ
た
よ
う
な
事
件
の
報
道
を
見
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
念
の
た
め
、
菅
井
夫
婦
が
住
む
流
山
市
を
含
む
千
葉
県
全
域
に
お
い

て
流
通
し
て
い
る
最
も
有
力
な
地
方
新
聞
、
千
葉
日
報
や
朝
日
新
聞
千
葉

版
も
調
べ
た
が
、
こ
の
作
品
に
直
接
関
連
す
る
よ
う
な
事
件
は
報
道
さ
れ

て
は
い
な
い
。
明
ら
か
に
、
読
者
に
事
件
を
信
用
さ
せ
る
た
め
に
、
実
名

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

を
借
り
た
紛
ら
わ
し
い
虚
構
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
実
際
の
新
聞
記
事
内
容
を
探
索
す
る
こ
と
よ

、
、

り
も
、
重
要
な
の
は
、
菅
井
の
妻
一
一
一
一
一
子
が
一
一
ヶ
月
半
前
に
自
殺
し
て
い

た
と
い
う
作
品
内
の
「
朝
日
新
聞
」
の
記
事
内
容
で
あ
る
だ
ろ
う
。
夫
修

治
に
よ
る
妻
一
一
三
子
の
絞
殺
と
死
体
遺
棄
は
、
時
間
の
経
過
に
よ
る
死
体

の
腐
乱
状
態
か
ら
、
警
察
は
絞
殺
と
は
断
定
で
き
ず
に
自
殺
と
見
倣
し
、

死
体
遺
棄
事
件
と
し
て
調
べ
て
い
る
と
い
う
の
が
記
事
の
内
容
で
あ
る
が
、

春
日
武
彦
は
こ
の
点
を
完
全
に
見
落
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
修
治
は
死

し
て
な
お
、
妻
三
一
一
子
の
殺
害
を
も
隠
蔽
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
修
治
の
無
意
識
の
悪
意
を
読
み

取
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

が
し
か
し
、
近
年
、
こ
の
よ
う
な
悪
意
を
打
ち
消
す
か
の
よ
う
な
心
中

事
件
が
現
実
に
発
生
し
て
い
る
。
平
成
一
七
年
二
月
、
福
井
県
大
野
市

で
、
老
い
た
夫
が
妻
の
介
護
疲
労
の
果
て
に
、
か
な
り
の
遺
産
を
市
に
寄

付
す
る
旨
の
手
紙
を
残
し
て
、
自
ら
旧
火
葬
場
に
入
り
、
点
火
し
て
妻
と

（
、
）

心
中
を
図
つ
た
事
件
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
死
後
も
他
人
に
迷
惑
が
懸
か

ら
な
い
よ
う
に
、
十
二
分
に
配
慮
さ
れ
た
心
中
事
件
と
、
「
忌
中
」
の
自

ら
の
死
体
の
処
分
を
他
人
に
依
頼
し
、
借
金
を
踏
み
倒
し
、
妻
の
殺
害
を

自
殺
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
悪
意
が
貫
か
れ
た
修
治
の
行
動
と
で
は
鮮
や
か

な
対
比
を
見
せ
て
い
る
。
ふ
た
つ
の
家
庭
の
家
産
の
相
違
は
と
も
か
く
、

こ
こ
で
は
、
「
忌
中
」
に
お
い
て
、
修
治
が
試
み
た
後
追
い
心
中
の
性

テ
ー
マ

格
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
心
中
を
主
題
に
し
た
い
く
つ
か
の
作

品
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
に
言
及
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
検
討
を
進
め
て
行

き
た
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
川
端
康
成
に
は
、
夫
婦
と
そ
の
娘
の
死
を

た
な
ご
こ
ろ

幻
想
的
に
描
い
た
掌
小
説
「
心
中
」
（
「
文
藝
春
秋
」
大
一
五
・
四
）
が

あ
り
、
大
岡
昇
平
に
は
妻
子
と
夫
あ
る
男
女
が
そ
れ
ぞ
れ
の
家
意
識
か
ら

脱
却
し
、
成
立
し
え
な
い
愛
の
解
決
策
と
し
て
心
中
を
図
る
「
来
宮
心
中
」

（
「
文
學
界
」
昭
二
五
・
五
）
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
夫
の
存
在
ゆ
え
に
、

想
い
を
寄
せ
る
義
姉
の
長
男
と
の
恋
愛
が
成
就
出
来
な
い
た
め
に
、
そ
の

妻
が
手
首
を
切
っ
て
自
殺
を
図
り
、
宿
泊
し
た
温
泉
旅
館
の
下
男
が
、
な

ぜ
か
そ
の
後
を
追
う
か
の
よ
う
に
自
殺
を
図
る
田
宮
虎
彦
の
「
銀
心
中
」

（
「
小
説
公
園
」
昭
二
七
・
二
）
も
あ
る
。

し
か
し
、
「
忌
中
」
と
の
関
連
か
ら
い
え
ば
、
車
谷
長
吉
自
ら
が
撰
定

し
た
短
編
小
説
集
「
文
士
の
意
地
下
」
（
平
一
七
・
八
、
作
品
社
）
の

最
初
に
配
置
さ
れ
て
い
る
永
井
龍
男
の
「
青
梅
雨
」
（
「
新
潮
」
昭
四
○
・

九
）
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
青
梅
雨
」
は
老
夫
婦
と
そ
の
養

女
、
さ
ら
に
、
妻
の
姉
の
一
家
四
人
の
心
中
事
件
の
三
面
記
事
を
作
品
の

冒
頭
に
持
っ
て
き
て
お
り
、
「
忌
中
」
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
作
品
構
成
と

な
っ
て
い
る
。
養
女
は
あ
る
も
の
の
実
子
は
な
く
、
妻
は
心
臓
の
持
病
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

虚
構
と
し
て
描
か
れ
た
事
件
と
実
際
の
事
件
は
レ
ベ
ル
が
異
な
り
、
同

一
に
取
り
扱
う
事
は
出
来
な
い
が
、
「
忌
中
」
に
は
、
現
実
の
心
中
事
件

を
打
ち
負
か
す
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
は
な
い
。

４
静
寂
さ
と
不
気
味
さ
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試みとしての悪

た
め
に
病
弱
で
あ
り
、
夫
は
事
業
に
失
敗
し
、
経
済
的
に
破
綻
し
た
家
族

の
心
中
前
夜
が
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
夫
の
後
追
い
心
中
と
一
家
四
人

テ
ー
マ

の
心
中
と
い
っ
た
状
況
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
作
ロ
叩
の
主
題
と
構
成
か

ら
い
っ
て
も
、
「
忌
中
」
は
、
「
青
梅
雨
」
か
ら
相
当
強
い
影
響
を
受
け
た

作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
車
谷
が
「
忌
中
」
を
書
く
に
あ
た
っ

て
、
こ
の
「
青
梅
雨
」
が
念
頭
に
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

た
と
え
ば
、
「
宣
言
」
発
表
以
後
、
ま
も
な
く
し
て
、
車
谷
は
玄
侑
宗

久
と
の
対
談
「
文
学
で
人
は
救
わ
れ
る
の
か
」
（
「
文
學
界
」
平
一
七
・
四

月
号
）
で
、
玄
侑
宗
久
か
ら
「
車
谷
さ
ん
が
私
小
説
を
辞
め
た
あ
と
、
ど

ん
な
も
の
を
書
か
れ
る
の
か
が
、
す
ご
く
楽
し
み
な
ん
で
す
よ
」
と
言
わ

れ
、
車
谷
は
そ
れ
に
対
し
て
、
「
こ
れ
か
ら
は
、
｜
っ
は
新
聞
ダ
ネ
小
説

を
や
り
た
い
ん
で
す
。
（
中
略
）
小
さ
な
事
件
で
も
、
実
に
不
気
味
だ
な

と
思
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
の
を
五
年
な
り
十
年
経
っ
て
か
ら

書
く
。
三
島
由
紀
夫
や
永
井
龍
男
が
得
意
で
し
た
ね
」
と
答
え
、
三
島
由
》

紀
夫
の
「
金
閣
寺
」
や
永
井
龍
男
の
『
青
梅
雨
」
を
「
新
聞
ダ
ネ
小
説
」

の
例
に
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
車
谷
は
、
「
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
の

不
気
味
さ
を
テ
ー
マ
に
書
き
た
い
わ
け
で
す
」
と
も
語
っ
て
い
た
。
「
忌

中
」
の
発
表
は
、
こ
の
対
談
以
前
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
車
谷
は
、
自
分

自
身
の
創
作
に
と
っ
て
、
永
井
龍
男
の
「
青
梅
雨
」
な
ど
は
、
か
ね
て
よ

り
参
考
と
す
べ
き
作
品
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
「
青
梅
雨
」
で
は
、
心
中
前
夜
の
一
家
の
様
子
が
淡
々
と
描
か
れ

て
お
り
、
屋
外
に
降
る
小
糠
雨
と
「
弱
い
夜
風
」
と
も
相
ま
っ
て
、
屋
内

で
は
死
に
向
か
う
一
家
の
静
か
な
ひ
と
時
の
風
景
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。

「
青
梅
雨
」
は
「
忌
中
」
と
異
な
り
、
死
を
覚
悟
し
た
人
た
ち
で
あ
る
に

も
拘
わ
ら
ず
、
自
虐
的
な
会
話
も
な
け
れ
ば
、
世
間
を
恨
む
発
言
も
な
い
。

描
か
れ
て
い
る
の
は
、
死
に
向
か
う
感
情
が
露
呈
す
る
こ
と
を
、
各
自
が

極
力
抑
制
し
、
お
互
い
を
気
遣
う
自
然
な
優
し
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ

の
一
家
心
中
は
、
死
後
、
他
人
に
迷
惑
が
及
ぶ
こ
と
を
極
力
避
け
る
た
め

に
、
自
分
た
ち
自
身
の
葬
式
費
用
や
戸
籍
書
類
、
遺
体
の
後
始
末
を
頼
む

依
頼
状
ま
で
き
ち
ん
と
枕
も
と
に
用
意
し
、
用
意
周
到
に
準
備
さ
れ
た
後

で
、
実
行
に
移
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
経
済
的
に
は
破
綻
は
し

て
い
た
が
、
精
神
的
に
は
決
し
て
衰
弱
も
荒
廃
も
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
静
寂
な
雰
囲
気
す
ら
感
じ
取
る
事
が
出
来
る
作
品

で
あ
る
。
「
忌
中
」
が
意
図
的
な
悪
の
側
か
ら
「
人
間
が
人
間
で
あ
る
こ

と
の
不
気
味
さ
」
を
描
こ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
青
梅

雨
」
に
描
か
れ
た
世
界
は
善
の
側
か
ら
や
は
り
、
「
人
間
が
人
間
で
あ
る

こ
と
の
不
気
味
さ
」
を
表
現
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
忌
中
」
の
最
後
で
は
、
修
治
が
意
識
的
な
悪
の
実
践
を

経
て
、
彼
自
身
が
自
宅
玄
関
の
ガ
ラ
ス
戸
に
、
忌
中
と
書
い
た
便
菱
を
貼

り
付
け
、
そ
の
後
、
す
ぐ
に
自
殺
を
図
る
と
い
っ
た
人
生
最
後
の
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
車
谷
は
、
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
も
「
人

間
が
人
間
で
あ
る
こ
と
の
不
気
味
さ
」
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
が
し
か
し
、
こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
、
修
治
の
徹
底
的
に
利
己

的
な
思
考
と
行
動
が
行
き
着
い
た
果
て
の
単
な
る
自
己
放
棄
と
も
い
え
る

行
為
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
死
に
何
ら
か
の
積
極
的
な
意
義
を
見
出
す
こ

と
は
出
来
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
「
忌
中
」
は
、
修
治
の
「
人
間

、
、
、
、

で
あ
る
こ
と
の
不
気
味
さ
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
意
味
さ
を
現
わ
す
作

品
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
要
す
る
に
、
「
新
聞
ダ
ネ

小
説
」
に
見
せ
か
け
た
「
忌
中
」
は
、
先
に
引
用
し
た
実
際
の
老
夫
婦
の

心
中
事
件
を
報
道
し
た
新
聞
記
事
か
ら
の
感
動
に
は
勝
て
な
か
っ
た
と
い

日本文學誌要第７５号7３

Hosei University Repository



フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

う
わ
け
で
あ
る
。
一
一
一
口
い
換
え
れ
ば
、
車
谷
長
吉
の
半
端
な
虚
構
は
、
そ
れ

ゆ
え
に
現
実
の
方
か
ら
仕
返
し
を
受
け
て
し
ま
い
、
車
谷
が
修
治
に
託
し

た
悪
の
実
践
は
不
毛
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
川
崎
賢
子
は
、
「
齋
藤
愼
爾
」
「
深
夜
叢
書
社
」
モ
デ
ル
名
誉
段
損
裁

判
の
そ
の
後
」
（
「
私
小
説
研
究
」
第
７
号
、
平
一
八
・
三
、
法
政
大
学

私
小
説
研
究
会
）
で
、
車
谷
の
「
刑
務
所
の
裏
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に

よ
っ
て
生
じ
た
実
名
小
説
問
題
に
つ
い
て
言
及
し
、
「
刑
務
所
の
裏
」

を
改
稿
し
た
「
密
告
」
が
モ
デ
ル
小
説
に
改
変
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て

触
れ
な
が
ら
、
そ
の
改
変
が
根
本
的
な
改
変
と
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

（
２
）
車
谷
と
西
武
流
通
グ
ル
ー
プ
（
現
、
西
武
セ
ゾ
ン
グ
ル
ー
プ
）
と
の
一

時
的
雇
用
関
係
に
つ
い
て
は
、
車
谷
自
身
が
繰
り
返
し
発
言
し
て
い
る

が
、
取
り
敢
え
ず
、
近
年
の
発
言
と
し
て
、
高
橋
源
一
郎
と
山
田
詠
美

と
の
鼎
談
「
微
妙
に
往
生
際
悪
い
で
す
ね
」
（
「
群
像
」
平
一
七
二
二

月
号
）
を
参
照
。

（
３
）
『
業
柱
抱
き
』
所
収
（
平
一
○
・
四
、
新
潮
社
）

（
４
）
「
私
小
説
は
悪
に
耐
え
る
か
」
『
現
在
は
ど
こ
に
あ
る
か
」
所
収
（
平
六

・
一
二
、
新
潮
社
）
（
『
蝋
壷
の
匙
』
平
七
・
一
一
、
新
潮
文
庫
に
再
録
）

（
５
）
『
雲
雀
の
巣
を
捜
し
た
日
」
所
収
（
平
一
七
・
二
、
講
談
社
）

（
６
）
車
谷
長
吉
は
、
「
武
蔵
丸
」
（
「
新
潮
」
平
一
一
・
七
月
号
）
に
お
い
て

も
、
「
私
達
は
子
の
な
い
夫
婦
の
悲
劇
は
、
平
成
十
一
年
七
月
二
十
一

日
夜
に
自
殺
し
た
江
藤
淳
の
死
で
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
江
藤
淳
は
九
ヶ

月
前
に
、
妻
・
江
頭
慶
子
さ
ん
に
先
立
た
れ
、
妻
恋
い
自
殺
を
し
た
の

だ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。
な
お
、
車
谷
は
江
藤
淳
が

自
殺
す
る
前
年
に
対
談
を
行
っ
て
い
る
（
「
私
小
説
に
骨
を
埋
め
る
」

「
文
學
界
」
平
一
○
・
三
月
号
）
。
そ
の
対
談
で
車
谷
は
、
『
赤
目
四
十
八

瀧
心
中
未
遂
」
（
平
一
○
・
一
、
文
藝
春
秋
）
に
触
れ
、
「
タ
イ
ト
ル
の

と
お
り
、
「
赤
目
四
十
八
瀧
心
中
未
遂
」
は
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で

い
き
ま
す
が
、
心
中
は
し
ま
せ
ん
。
追
い
つ
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
女
は

娼
婦
に
身
を
落
と
せ
ば
、
ま
だ
そ
こ
に
居
場
所
が
あ
る
ん
で
す
。
九
分

九
厘
は
成
功
し
な
く
て
も
、
可
能
性
は
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
」
と
江

藤
に
語
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
後
追
い
心
中
を
テ
ー
マ
と
す
る
「
忌
中
」

は
、
生
の
可
能
性
よ
り
も
生
の
不
可
能
性
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。

（
７
）
「
世
界
一
周
恐
怖
航
海
記
」
（
平
一
八
・
七
、
文
藝
春
秋
）
に
お
け
る
一

月
一
四
日
（
士
）
の
記
述
を
参
照
。

（
８
）
「
死
の
安
ら
ぎ
」
「
日
本
経
済
新
聞
」
平
成
一
七
年
七
月
三
一
日
（
『
雲

雀
の
巣
を
捜
し
た
日
』
所
収
、
平
一
七
・
三
、
講
談
社
）
に
「
十
年

ひ
ょ
う
ふ
う

前
の
五
十
歳
に
な
っ
た
時
、
い
き
な
り
綱
風
が
吹
い
て
、
私
は
強
迫
神

つ

経
症
に
取
り
懸
か
れ
、
幻
視
、
幻
聴
、
幻
覚
に
襲
わ
れ
た
」
と
の
記
述

が
あ
る
。

（
９
）
「
無
意
味
な
も
の
と
無
気
味
な
も
の
第
十
回
」
（
「
文
學
界
」
平
一
八

・
七
月
号
）
は
「
忌
中
」
論
と
し
て
読
む
こ
と
が
出
来
る
が
、
春
日
武

彦
は
、
「
性
格
の
悪
さ
と
愚
直
さ
と
の
境
目
が
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ

に
車
谷
の
持
ち
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
一
定
の
評
価
を

下
し
て
い
る
。

（
皿
）
平
成
一
七
年
一
一
月
九
日
（
水
）
毎
日
新
聞
夕
刊
に
、
「
旧
火
葬
場
に

焼
死
体
焼
却
炉
内
老
夫
婦
、
自
殺
か
」
を
見
出
し
と
し
て
、
福
井
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試みとしての悪

〔
附
記
〕本
稿
は
、
平
成
一
八
年
度
法
政
大
学
国
文
学
会
（
七
月
一
五
日
、
於

法
政
大
学
ポ
ア
ソ
ナ
ー
ド
タ
ワ
ー
・
ス
カ
イ
ホ
ー
ル
）
に
お
け
る
口
頭

発
表
の
内
容
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
す
。
執
筆
に
際
し
て
、
勝
又
浩

教
授
か
ら
本
稿
の
細
部
に
わ
た
り
教
示
を
得
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

県
大
野
市
七
坂
の
旧
火
葬
場
の
焼
却
炉
内
で
７
日
、
白
骨
化
し
た
２
人

の
焼
死
体
が
見
つ
か
り
、
「
県
警
大
野
署
の
調
べ
で
、
歯
の
治
療
痕
な

ど
か
ら
１
人
は
近
く
に
住
む
無
職
の
男
性
（
別
）
と
断
定
。
も
う
１
人

は
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
男
性
の
妻
（
肋
）
と
み
て
身
元
の
確
認
を

急
い
で
い
る
が
、
同
署
は
状
況
か
ら
自
殺
と
み
て
い
る
。
」
「
男
性
は
妻

と
２
人
暮
ら
し
。
子
ど
も
は
お
ら
ず
、
妻
が
数
年
前
か
ら
糖
尿
病
を
患

い
足
が
不
自
由
だ
が
、
男
性
が
一
人
で
介
護
を
続
け
て
い
た
。
」
と
の

記
事
が
掲
栽
さ
れ
て
い
る
。

（
い
と
う
ひ
ろ
し
・
修
士
課
程
二
年
）
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