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散

り

ぬ

べ

き

時

散
り
ぬ

べ
き
時
知
り
て
こ
そ
世
の
中
の
花
も
花
な
れ
人
も
人
な
れ

(細
川
ガ
ラ
シ
ャ
)

は
じ
め
に

深
沢
七
郎
作

『楢
山
節
考
』

の
物
語
は
、
五
〇
代
も
半
ば
を
迎
え
た
筆
者

の
心

の
中
で
、
次
第
に
そ
の

〈残
酷
性
〉
を
薄

め
て
い
く
。
こ
れ
は

一
種
の

〈安
楽
死
〉

の
物
語
で
は
な

い
の
か
。
昨
今
、
そ
う
思
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
深
沢
も

「
『楢

山
節
考
』
が
残
酷
…
…
、
び
つ
く
り
し
ま
し
た
よ
」
と
言

っ
た
そ
う
だ
。

楢
山
に
は
神
が
住
む
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
お
り
ん
の
村
で
は
、

い
や
そ
の
村

だ
け

で
な
く
、
そ
の
地
域

一
帯

の
村
で

は
、
七
〇
歳

(も
ち
ろ
ん
数
え
年
)
に

な

っ
た
老
人
は
、
そ
の
年
の
う
ち
に

「楢

山
ま
い
り
」
に
行
か
ね
ば
な
ら
な

い
。

そ
れ
が
食
料
の
乏
し

い
地
域
の
掟
で
あ

っ
た
。

村

で
は
、
盆
の
前
に
、
楢
山
祭
り
が
行

な
わ
れ
る
。
村
で
た
だ

一
つ
の
祭
り
で

あ
る
。
盆
踊
り
が
行
な
わ
れ
、
盆
踊
り
歌

(楢
山
節
)
も
た
く
さ
ん
あ

っ
た
。
そ

の
時
期
に
は
、
「
山

へ
行
く
」
の
が
近
い
老
人
の
い
る
家

の
前
を
、
村
人
が
心

の

準
備
を
促
す
盆
踊
り
歌
を
歌

っ
て
通
る
。

〈楢
山
祭
り
が
三
度
来
り
ゃ
よ

栗

の
種
か
ら
花
が
咲
く
〉

大

町

公

歌
に
促
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
お
り
ん
は
何
年
も
前
か
ら
そ
の
気
構
え

が
で
き
て
い
た
。
準
備
に
も
怠
り
な
か
っ
た
。
お
供
で
山

へ
行

っ
た
こ
と

の
あ
る
村
人
か
ら

「お
山
へ
行
く
作
法
」
を
聞
く
時
に
は
、
振
る
舞

い
酒

を
出
さ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
酒
も
用
意
し
た
。
山

へ
行

っ
て
座
る
莚
も

三
年
前
か
ら
用
意
し
て
い
た
。

今
年
、
孫
の
総
領
が
嫁
を
も
ら

っ
た
。

一
家
に
口
が

一
つ
ふ
え
た
。
そ

の
嫁
が
来
年
早
々
に
も
子
を
産
む
の
で
あ
る
。
お
り
ん
に
は
曾
孫
に
あ
た

る
。
盆
踊
り
歌
に
こ
う
あ
る
。

〈か
や
の
木
ぎ
ん
や
ん
ひ
き
ず
り
女

い
た
〉

せ
が
れ
孫
か
ら
ね
ず
み

っ
子
抱

「
ひ
き
ず
り
女
」
と
は
だ
ら
し
の
な
い
女
、
淫
乱
な
女
と

い
う
意
味
で
あ
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る
。
曾
孫
を
見
る
こ
と
は
、
食
料
の
乏
し

い
こ
の
村
で
は
、
ま
こ
と
に
恥
ず
か
し

い
こ
と
で
あ

っ
た
。
な
ん
と
し
て
も
、
そ
れ
は
避
け
ね
ば
な
ら
な

い
。
お
り
ん
は

七
〇
歳
に
な
る
前
、
躊
躇
な
く
、
楢
山
ま

い
り
の
途
に
つ
く
決
心
を
す
る
。

〈塩
屋
の
お
と
り
さ
ん
運
が
よ
い

山

へ
行
く
日
に
ゃ
雪
が
降
る
〉

お
と
り
さ
ん
は
楢
山
に
着

い
た
時
、
雪
が
降
り
出
し
た
。
そ
れ
で
運
が
よ
い
と

言
わ
れ
た
。
こ
の
歌
は

「楢
山
ま

い
り
」

は
冬
が
い
い
、
そ
れ
も
雪
が
積
も
る
前

に
行
け
と
い
う
こ
と
も
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
雪
が
降
る
ほ
ど
寒
さ
が
厳
し
け

れ
ば
、
楽
に
死
ね
る
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う

。

正
月
四
日
前
、
深
夜
、
誰
に
も
気
づ
か
れ
ず
に
、
お
り
ん
は
息
子
辰
平
の
背
板

に
乗
る
。
山
に
入

っ
た
ら
話
を
し
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
す
で
に
夜
は
明
け
て
い

る
。
山
頂
近
く
に
は
、
白
骨
、
死
骸
が
散

ら
ば

っ
て
い
た
。
そ
こ
は
も
う
こ
の
世

で
は
な
い
。
お
り
ん
は
死
骸
の
な
い
岩
か
げ
を
見
つ
け
て
、
辰
平
に
合
図
し
た
。

背
板
か
ら
下
り
た
お
り
ん
は
、
自
ら
の
死
に
場
所
を
確
か
め
る
。
す
で
に
死
の
準

備
は
完
了
し
て
い
た
。

「
お
り
ん
は
錘

の
上
に
す

っ
く
と
立

っ
た
。
両
手
を
握

っ
て
胸
に
あ
て
て
、

両
手
の
肘
を
左
右
に
開

い
て
、
じ

っ
と
下
を
見
つ
め
て
い
た
。
口
を
結
ん
で
不

動
の
形
で
あ
る
。
帯
の
代
り
に
縄
を
し
め
て
い
た
。
辰
平
は
身
動
き
も
し
な
い

で
い
る
お
り
ん
の
顔
を
眺
め
た
。
お
り
ん
の
顔
は
家
に
い
る
時
と
は
違

っ
た
顔

つ
き
に
な

っ
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
の
顔
に
は
死
人
の
相
が
現
わ
れ
て

い
た

の

で
あ

る

。
」

お
り
ん
は
辰
平
の
手
を
握
り
、
身
体
を
今
来
た
ほ
う

へ
向
け
、
背
を
ど
ー
ん
と

押
し
た
。
山
か
ら
帰
る
時
は
う
し
ろ
を
ふ
り
向
い
て
は
な
ら
な
い
。
辰
平
は
涙
を

落
と
し
な
が
ら
、
山
を
下
り
た
。
中
程
ま

で
き
た
時
、
雪
が
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く

降

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
辰
平
は
猛
然
と
引
き
返
し
た
。

一
言
、
雪
が
降

っ
た
な

あ
1

と
言
い
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
見
た
母
、
お
り
ん
の
姿
は
次
の
と

お
り
で
あ

っ
た
。

「背
か
ら
頭
に
莚
を
負
う
よ
う
に
し
て
雪
を
防

い
で
い
る
が
、
前
髪
に
も
、

胸
に
も
、
膝
に
も
雪
が
積

っ
て
い
て
、
白
狐
の
よ
う
に

一
点
を
見
つ
め
な
が
ら

念
仏
を
称
え
て
い
た
。」

今
ま
さ
に
死
な
ん
と
す
る
お
り
ん
の
姿
は
美
し
い
。
神
々
し
い
感
じ
す
ら
す
る
。

私
た
ち
は
、
今
日
、
お
り
ん
の
死
に
ま
さ
る
よ
う
な
死
を
手
に
し
て
い
る
だ
ろ
う

か
。

一
、
「大
往
生
の
極
意
」

去
る
七
月
、
表
紙
に
載

っ
た

「大
往
生
の
極
意
」
と
い
う
題
名
に
惹
か
れ
、
久

し
ぶ
り
に

『文
藝
春
秋
』
を
買

っ
た
。
「大
往
生
の
極
意
」
は
、
大
本
山
天
龍
寺

管
長
平
田
精
耕
の

「特
別
講
話
」
で
、
目
次
の
題
名
の
右
と
左
に
は
、
「高
僧
、

名
僧
た
ち

の
見
事
な
最
期
」
、
「禅
に
い
う
。
「座
脱
立
亡
」
こ
そ
理
想
の
死
に
方
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な
り
」
と
銘
打

っ
て
あ
る
。

内
容
を
要
約
し
て
み
よ
う
。
禅
に
は

「座
脱
立
亡

(ざ
だ

つ
り
ゅ
う
ぼ
う
)」

と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
が

「禅
僧
の
理
想
的
な
死
に
方
」
で
あ
る
。
「座
脱
」

と
は

「座
禅
を
し
た
ま
ま
す

っ
と
息
を
止

め
て
こ
の
世
を
去
る
」
こ
と
、
「立
亡
」

と
は

「立

っ
た
ま
ま
ふ
っ
と
息
を
止
め
て
こ
の
世
を
去
る
」
こ
と
で
あ
る
。

屋
上
屋
を
架
す
よ
う
だ
が
、
広
辞
苑
に
よ
れ
ば
、
大
往
生
と
は

「安
ら
か
に
死

ぬ
こ
と
。
少
し
の
苦
し
み
も
な

い
往
生
。
立
派
な
往
生
」
と
あ
る
。
極
意
は

「奥

義
。
お
く
の
て
」
と
し
か
書

い
て
い
な

い
。

「座
脱
」

の
例
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
禅

宗
に
限
ら
ず
、
昔
の
高
僧
は
死
期
が
近

づ
く
と
、
自
ら
薬
、
食
事
、
水
を
断

っ
て
、
静
か
に
死
ん
で
い
っ
た
。
天
龍
寺
開

山
の
師
夢
窓
国
師
は
死
期
を
自
覚
し
た
時
、
そ
れ
ま
で
い
た
天
龍
寺
を
出
、
臨
川

寺
三
会
院
に
移
り
、
そ
こ
で
座
禅
の
最
中

に
亡
く
な

っ
た
。

一
週
間
前
か
ら
、
薬

餌
を
退
け
、
安
ら
か
な
う
ち
に
滅
さ
れ
た
と
記
録
に
残

っ
て
い
る
。

臨
済
宗

の
宗
祖
、
臨
済
和
尚
は
、
弟
子
た
ち
に
も
座
禅
さ
せ
、
至
ら
ぬ
弟
子
た

ち
を
怒
鳴
り
つ
け
る
や
、
す

っ
と
亡
く
な

っ
た
。

「立
亡
」

の
例
で
は
、
妙
心
寺
を
開

い
た
関
山
慧
玄
の
話
が
有
名
で
あ
る
。
妙

心
寺

の
中
に
風
水
泉
と
い
う
池
が
あ
る
。
苦
労
の
末
よ
う
や
く
後
継
ぎ
に
授
翁
宗

弼
が
決
ま

っ
た
。
慧
玄
は
風
水
泉
の
ほ
と
り
に
立

っ
て
、
「
お
れ
の
法
は
お
前
に

全
部
譲
る
」
と
言
い
、
そ
の
ま
ま
こ
の
世
を
去

っ
た
。

平
田
に
は
世
話
に
な

っ
た
老
師
が
二
人
あ
る
。
そ
の

一
人
山
田
無
文
は
明
治
三

三
年
に
生
ま
れ
、
八
八
歳
で
亡
く
な

っ
た
。
山
田
は
花
園
大
学
学
長
の
あ
と
、
妙

心
寺

の
管
長
を
務
め
た
。
山
田
は
晩
年
の
四
年
間
、
妙
心
寺

の
中
の
霊
雲
院
に
隠

棲
。
妻
子
は
な
か

っ
た
の
で
、
侍
者

一
人
が
寝
食
の
世
話
を
し
た
。
山
田
は
ほ
か

の
人
と
は
、

一
言
も
し
ゃ
べ
ら
な
く
な

っ
た
。
「お
れ
は
八
十
年
来
米
粒
を
食

っ

て
き
た
か
ら
、
も
う
飽
き
た
」
と
言

っ
て
、
朝
に
侍
者
が
つ
く
る
お
粥
を
ち
ょ
と

す
す
る
だ
け
で
、
あ
と
は
ほ
と
ん
ど
物
を
食
べ
な
か

っ
た
。
山
田
の
亡
く
な
り
方

は
夢
窓
国
師

の
そ
れ
と
似
て
い
る
。
夢
窓
国
師
も
死
を
意
識
し
た
時
、
臨
川
寺
三

会
院
に
移

っ
た
。
山
田
も
亡
く
な
る

一
週
間
前
に
死
期
を
悟

っ
た
の
か
、
以
後
は

ま

っ
た
く
何
も
食
べ
ず
、
薬
も
退
け
、
果
物
の
汁
を
な
め
る
程
度
で
あ

っ
た
。
最

期
に
あ
く
び
を

一
つ
し
て
亡
く
な

っ
た
。

こ
の
講
演

の
中
で
、
筆
者
が
最
も
関
心
を
そ
そ
ら
れ
た
の
は
、
山
田
無
文
の
生

き
方

・
死
に
方
で
あ
る
。
平
田
も
中
国
の
高
僧
大
慧
禅
師
の
願
文
を
引
き
つ
つ
、

「私
も
で
き
れ
ば

一
週
間
く
ら
い
前
に
死
期
を
悟

っ
て
、
で
き
れ
ば
病
院
で
は
な

く
て
、
お
寺
で
仏
様
に
囲
ま
れ
な
が
ら
死
に
た
い
と
は
思

い
ま
す
。」
と
言

っ
て

い
る
。
願
文
を
参
考
に
補
え
ば
、

一
週
間
く
ら

い
前
に
、
死

へ
の
旅
立
ち
を
自
覚

し
、
薬
餌
を
退
け
る
な
ど
旅
の
準
備
を
し
、
あ
わ
て
ず
装
束
を
整
え
て
、
静
か
に

あ
の
世

へ
行
き
た
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な

「禅
僧
の
理
想
的
な
死
に
方
」
に
、
私
た
ち
俗
人
も
何
か
学
ぶ
も

の
が
な
い
だ
ろ
う
か
。
厳
し
い
修
業
も
せ
ず
に
、
厚
か
ま
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

私
た
ち
も
そ
れ
に
あ
や
か
れ
な
い
も
の
か
。

二
、
黄
葉
が
落
ち
る
よ
う
に

「庶
民
」
の
レ
ベ
ル
で
も
、
薬
餌
を
退
け
て
死
ぬ
と

い
う
や
り
方
な
ら
あ
る
。

「座
脱
立
亡
」
の
い
わ
ば
世
俗
版
と

い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
佐
江
衆

一
は

『黄
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落
』
の
中
で
、
食
を
絶

っ
て
死
ん
で
ゆ
く
母
を
描

い
て
い
る
。

『黄
落
』
は

一
九
九
五
年
五
月
に
出
版
さ
れ
た
。
帯
に
は

「
父
九
二
歳
、
母
八

七
歳
。
老
親
を
身
近
に
引
き
と

っ
て
十
二
年
、
凄
絶
な
介
護
と
試
練
の
日
々
が
始

ま

っ
た
…
…
。
高
齢
の
親
を
介
護
す
る
夫
婦
の
苦
悩
を
描
く
長
編
小
説
」
と
あ
る
。

著
者
の
実
体
験
に
近

い
も

の
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
詳
し

い
経
過
は
省
略
し

て
、
母
の
最
期
の
場
面
の
み
を
取
り
上
げ
る
。

母
は
八
七
歳
で
右
大
腿
骨
を
骨
折
。
二
ヵ
月
余
り
入
院
。
こ
れ
が
ボ
ケ
の
引
き

金
に
な

っ
た
よ
う
だ
。
母
は
病
院
で
死
に
た
く
な
か

っ
た
。
懸
命
に
リ
ハ
ビ
リ
に

励
ん
だ
。
わ
が
家
に
帰
れ
た
も
の
の
、
オ

ム
ツ
を

つ
け
る
よ
う
に
な

っ
た
。
歩
行

は
困
難
。
家
事
は
も
と
よ
り
、
介
助
な
し
に
は
入
浴
も
で
き
な

い
。

一
人
息
子
の

「私
」
を
弟

(母
の
弟
)
と
ま
ち
が
え
る
。
医
師
は

「ま
だ
ら
ボ
ケ
」
と
診
断
。

最
近
、
首
を
絞
め
る
な
ど
、
父
に
暴
力
を
振
る
う
よ
う
に
な

っ
た
。
深
夜
ベ
ッ
ド

か
ら
抜
け
出
し
て
す
る
こ
と
も
あ
る
。
「
私
」
は
夜
、
内
緒

で
精
神
安
定
剤
を

の

ま
せ
、
母
が
眠

っ
て
か
ら
両
手
を
ベ
ッ
ド

の
手
す
り
に
縛
り

つ
け
た
。
夜
明
け
前
、

妻
が
こ
の
紐
を
解
き
に
い
く
。
こ
う
し
て

一
日
の
看
護
が
始
ま
る
。
「こ
ん
な
母

か
ら
は

一
日
も
早
く
解
放
さ
れ
た
い
。」

と
思
う
こ
と
も
あ

っ
た
。
そ
う

い
う
時

期
の
こ
と
で
あ
る
。

十

一
月

十

三

日

。

妻

(蕗

子
)

は

「
私

」

に

「
お

ば

あ

ち

ゃ
ま

っ
た

ら

、

お

か

し

い
の

よ
」

と

言

う

。

朝

、
食

卓

つ
き

の
椅

子

に

軽

い
朝

食

を

用

意

し

、

母

を

ベ

ッ
ド

か

ら
起

こ

し

、

手

を

取

っ
て
腰

か

け

さ

せ

る

。

「
ま

あ

、

お

い
し

そ

う

ね

」

と

、

笑

み

を

浮

か

べ

て
覗
き
込
む
が
、
「蕗
子
さ
ん
、
と
て
も
お
い
し
か

っ
た
わ
。
ご
馳
走
さ
ま
」
と

言

い
、

ニ
ッ
コ
リ
笑

っ
て
立
ち
上
が
ろ
う
と
す
る
。
「お
ば
あ
ち

ゃ
ま
、
ま
だ
食

べ
て
い
な
い
じ

ゃ
な
い
の
」
と
言
う
と
、
「充
分

い
た
だ

い
た
わ
、
お
腹

い
っ
ぱ

い
」
と
答
え
る
。
「私
」

の
帰
宅
が
遅
く
て
話
せ
な
か

っ
た
が
、
母
は
昨
夜
も
食

べ
な
か

っ
た
し
、
昨
日
の
昼
も
食
べ
た
く
な

い
と
断

っ
た
と
言
う
。

こ
の
日
も

「私
」
が
夜
遅
く
帰
宅
す
る
と
、
妻
は
母
は
昼
食
も
、
夕
食
も
食
べ

な
か

っ
た
と
報
告
す
る
。
食
卓

つ
き

の
椅
子
に
坐

っ
た
が
、
今
朝
と
同
様

「お
い

し
か

っ
た
わ
、
ご
馳
走
さ
ま
」
と
言

っ
て
、
ベ
ッ
ド
に
戻

っ
た
。
妻
は
心
配
し
て
、

午
後
往
診
し
て
く
れ
た
K
医
師
に
栄
養
注
射
を
打

っ
て
も
ら
う
。
夕
食
時
、
ほ
ん

の
少
量
の
粥
を
口
に
入
れ
て
や
っ
た
と
言
う
。

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ま
、
さ

っ
き
変
な
こ
と
を

い
っ
た
わ
」
と
妻
が
言
い
出
し
た
。
母

は
眠
る
前
ベ
ッ
ド
の
上
で
、
悪
戯

っ
ぼ
く
首
を
す
く
め
て
、
「蕗
子
さ
ん
、
わ
た
し
、

お
芝
居
が
上
手
で
し
ょ
?
」
と
言

っ
た
。
妻
は
聞
き
返
す
が
、
母
は
も
う
目
を
つ

む

っ
て
眠

っ
た
ふ
り
を
し
て
い
た
そ
う
だ
。

お
芝
居
が
上
手
?

母
は
ど
う

い
う

つ
も
り
で
言

っ
た
の
か
。
「私
」
は
寝
床

に
入

っ
て
も
眠
れ
な

い
。

「母
は
そ
ん
な
芝
居
を
演
じ
て
、
絶
食
し
て
い
る
の
で
は
な

い
の
か
。
食
絶

ち
を
し
て
、
自
分
か
ら
死
の
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
い
や
、
そ
ん

な
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
」

「母
は
こ
れ
以
上
私
や
妻
に
迷
惑
は
か
け
ま
い
と
、
死
の
う
と
し
て
い
る
の
か
。

父
の
首
を
絞
め
よ
う
と
す
る
自
分
が
息
子
に
毎
晩
手
を
縛
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
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気
づ
き
、
そ
ん
な
情
な
い
自
分
に
愛
想
を

つ
か
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

私
が
死
ん
で
ほ
し
い
と
願

っ
て
い
る
の
を
感
じ
と

っ
て
、
そ
の
悲
し
み
と
私
の

た
め
に
死
を
選
ん
だ
の
か
。
そ
れ
も
自
分
か
ら
食
絶
ち
し
て
、
樹
木

の
黄
葉
紅

葉
が
秋
の
終
り
と
と
も
に
落
葉
す
る
よ
う
に
、
ご
く
自
然
に
ゆ
る
や
か
に
死
を

迎
え
る
自
死
の
方
法
。

母
さ
ん
、
そ
う
な
の
か
い
…
…
。」

「私
」
は
心

の
中
で
、
繰
り
返
し
母
に
語
り
か
け
た
。

「
闇

の
奥

で

ニ

ッ

コ
リ

微

笑

む

仏

の

よ
う

な

母

の
顔

が

浮

ん

だ

。

そ

し

て
、

耳

も

と

に

私

の
名

を

呼

ぶ
母

の
声

を

聴

い
た

。

た

し

か

に

、

母

が

す

ぐ

そ

ば

に

い
る

か

の
よ
う

に

。

:
・:
・わ

か

っ
た

よ

、

母

さ

ん

の
邪

魔

は

し

な

い
さ
。

蕗

子
も

同

じ

気

持

だ

と

思

う

よ

。

こ

の
こ

と

は

誰

に

も

話

さ

な

い
、

父

に
も

姉

に
も

妹

に

も

。

俺

と

蕗

子

の
胸

の
奥

に

し
ま

っ
て

、

母

さ

ん

の
思

う

通

り

に
す

る

…

…

そ

れ

で

い

い
ん

だ

ね

、

母

さ

ん
。
」

十

一
月

十

五

日
。

朝

、

妻

が

両

親

宅

か

ら

電

話

を

し

て

き

た

。

母

は

「
ど

う

し

て
も

話

し

た

い
大

事

な

こ
と

が

あ

る

」

と

言

う

。

だ

か

ら

、
す

ぐ

来

て

ほ

し

い
、

と

い
う

こ
と

だ

っ

た

。

「
私

」

が
急

い
で
行

く

と

、

「
最

後

の
言

葉

…

…

最

後

の
言

葉

…

…
」

と

繰

り

返

し

、

長

い
沈

黙

の
あ

と

、

一
言

「
あ

り

が
と

う

」

と

言

っ
た

。

午
後
、
来
診
し
た
K
医
師
は
、
診
察
後
、
栄
養
注
射
を
ど
う
す
る
か
尋
ね
る
。

「私
」
は

「わ
ず
か
な
間
、
こ
の
世
に
と
ど
め
る
栄
養
注
射
が
必
要
だ
ろ
う
か
」

と
迷
い
つ
つ
も
、
お
願

い
す
る
。

K
医
師
を
玄
関
に
送

っ
て
行
き
な
が
ら
、
「
ど
の
ぐ
ら
い
、
も

つ
の
で
し
ょ
う

か
」
と
尋
ね
る
と
、
少
し
考
え
込
む
様
子
で
、
「普
通
、
絶
食
し
て
か
ら
:
…
∴

週
間
ぐ
ら
い
で
す
ね
」
と
答
え
た
。

十
七
日
の
晩
、
妻
が
薬
を
の
ま
せ
よ
う
と
す
る
と
、
「母
は
口
に
ふ
く
ん
だ
吸

呑
の
水
を
咳
き
込
ん
で
吐
き
出
し
、
苦
し
そ
う
に
喘
い
だ
。」

翌
十
八
日
、
朝
、
往
診
し
て
く
れ
た
K
医
師
に
、
昨
夜
の
こ
と
を
話
す
と
、
「唇

を
ぬ
る
ま
湯
で
し
め
す
だ
け
に
し
て
あ
げ
な
さ

い
」
と
言

っ
た
。
K
医
師
に
注
射

を
尋
ね
ら
れ
た
が
、
「私
」
は
断

っ
た
。

「私
」
は
講
演

の
た
め
、
二
十
日
か
ら
二
日
間
家
を
あ
け
る
。
二
十
日
、
妻
は

K
医
師
に
注
射
を
お
願

い
す
る
。
「私
」
は
妻
に

「も
た
し
て
く
れ
よ
」
と
、
祈

る
よ
う
な
気
持
ち
で
頼
ん
だ
。

二
十
二
日
帰
宅
。
母
は

「顔
色
は
い
っ
そ
う
透
明
さ
を
増
し
、
蒼
白
と

い
う
よ

り
蝋
の
よ
う
で
、
さ
ら
に
織
が
消
え
、
口
も
と
が
ふ

っ
く
り
し
て
、
ひ
そ
か
に
息

を
し
て
い
る
。」
K
医
師
は
今
日
も
往
診
し
て
く
れ
た
が
、
注
射
は
断

っ
た
こ
と

を
妻
か
ら
聞
く
。

二
十
四
日
早
朝
、
末
娘

(「私
」

の
妹
)
に
抱
か
れ
て
逝
去
。
絶
食
を
初
め
て
、

十
三
日
目
で
あ

っ
た
。

佐
江
は
エ
ッ
セ
イ
集

『老

い
方
の
探
求
』
所
収

「ボ
ケ
は
死
に
時
と
知
る
べ
し
」

の
中
で
、
「
母
は
無
言

の
う
ち
に

〈ボ
ケ

ハ
死

二
時
ト
知
ル
ベ
シ
〉
と
教
え

て
く

一5一



6総 合 研 究 所 所 報

れ
た
の
で
あ
る
。
/
私
と
妻
は
年
老

い
て
ボ
ケ
が
来
た
ら
、
母
の
よ
う
な
死
に
方

を
し
た
い
と
思

っ
て
い
る
。
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
こ
う
断
言
す
る
。

「
こ
れ
ら
の
こ
と
は
三
人
の
子
供
た
ち

に
は
伝
え
て
あ
る
。
人
生

の
最
後
の

二
週
間
、
わ
が
家
で
看
と

っ
て
く
れ
る
家
族
と
協
力
し
て
く
れ
る
医
師
が

い
れ

ば
、
死
は
自
ら
選
べ
る
の
で
あ
る
。」

佐
江
は
自
分
の
母
親
の
死
か
ら
、
自
分
も
高
齢
に
な
れ
ば
、
食
絶
ち
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
二
週
間
で
安
ら
か
に
死
ぬ
こ
と

が
で
き
る
と
判
断
し
た
。
で
き
れ
ば

そ
の
よ
う
に
死
に
た
い
。
そ
れ
に
は
、
子
供

た
ち
の
看
取
り
と
医
者
の
協
力
が
必

要
で
あ
る
。
場
所
は
、
自
宅
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
で
は
、
い
つ
、
死
を
決
断

す
る
の
か
?

そ
れ
は
、
ボ
ケ
が
始
ま

っ
た
時
で
あ
る
と
い
う

の
が
、
佐
江
の
答

え
で
あ
る
。

佐
江
が
提
起
し
た
の
は
、
薬
物
に
も
医
者
、
病
院
に
も
頼
ら
な
い
、
自
宅
で
可

能
な

〈安
楽
死
〉
の
問
題
で
あ
る
と

い
う

こ
と
が
で
き
る
。
著
名
な
小
児
科
医
松

田
道
雄
は
亡
く
な
る
前
年
の

一
九
九
七
年
に
、
『安
楽
に
死
に
た
い
』
を
出
版
し
た
。

数
え
年
九
〇

で
あ

っ
た
。
次
に
、
こ
の
本
を
中
心
に
し
て
、
松
田
の

〈安
楽
死
〉

思
想
を
検
討
す
る
。
日
野
原
重
明

『死
を
ど
う
生
き
た
か
』
に
よ
れ
ば
、
鈴
木
大

拙
は
晩
年
、
秘
書
の
岡
村
に

「九
十
歳
に
な
ら
ん
と
わ
か
ら
ん
こ
と
も
あ
る
ん
だ

ぞ
」
と
言

っ
て
い
た
。
そ
の
忠
言
に
従

い
た

い

三
、
安
楽
に
死
に
た
い

『安
楽
に
死
に
た
い
』
は
、
い
ず
れ
も
雑
誌

『図
書
』
に
掲
載
の

「お
医
者
は

わ
か

っ
て
く
れ
な
い
」
(九
六
年
)
と

「高
齢
者
介
護
の
問
題
点
」

(九
七
年
)
が

中
心
で
、
そ
れ
ら
に
、
か
な
り
長

い

「は
じ
め
に
1
安
楽
死
の
復
活
を
ー
」
が
つ

い
て
い
る
。
ま
た
、
付
録
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
そ
の
十
年
前
に
書
か
れ
た

「市

民
的
自
由
と
し
て
の
生
死
の
選
択
ー
老
人
問
題
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換

1
」
(八

六
年
)
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

ω

「安
楽
死
」
1

ま
ず
、
「
は
じ
め
に
」
を
手
が
か
り
に
、
松
田
の

「安
楽
死
」
思
想
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
本
書
は

「年
を
と

っ
て
弱

っ
て
い
る
、
す
べ
て
の
日
本
人
に
、

い
ま
迫

っ
て
い
る
問
題
」
と
し
て
の

「安
楽
死
」
を
扱

っ
た
も
の
で
あ
る
。
「重

い
障
害
の
あ
る
方

の
生
死
」
と
は
関
係
が
な
い
。

松
田
は

「私
た
ち
日
本
人
の
祖
先
は
死
ぬ
と
き
に
苦
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。」

と
言
う
。
つ
ま
り
、
安
楽
に
死
ん
で
い
た
と
言
う

の
で
あ
る
。
「安
楽
死
」
と
い

う
言
葉
す
ら
な
か
っ
た
。
し
い
て
探
せ
ば

「極
楽
往
生
」
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な

安
楽
な
死
を
な
ん
と
か
取
り
戻
し
た
い
。
本
書
の
テ
ー
マ
は

「ど
う
す
れ
ば
永
い

し
き
た
り
だ

っ
た
安
楽
死
を
復
活
で
き
る
か
」
で
あ
る
。

で
は
、
日
本
に
は
従
来
ど
ん
な

「安
楽
死
」
が
あ

っ
た
の
か
。

「私
た
ち
の
祖
先
は
信
心
深
く
、
死
に
及
ん
で
動
じ
ま
せ
ん
で
し
た
。
善
男

善
女
は
来
世
も
人
間
に
生
ま
れ
か
わ
れ
る
こ
と
を
信
じ
、
念
仏
者
は
死
ね
ば
浄
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た
。
安
楽
に
死
ん
で
き
た
と
い
う
の
が
、
松
田
の
考
え
で
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る
。
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浄
土
系
の
仏
教
が
人
々
の
心
を
と
ら
え

て
い
た
の
で
あ
る
。
信
じ
る
者
の
死
は

ど
ん
な
に
か
安
楽
で
あ

っ
た
。
そ
の
様
子
は
、
千
年
も
前
の

『日
本
往
生
極
楽
記
』

な
ど
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「近
世
に
な

っ
て
来
世
で
救
わ
れ
る
念
が
や
や
う
す
れ
る
と
、
私
た
ち
の
祖

先
は
死
に
面
し
て
の
安
心
を
家
の
安
泰

に
求
め
た
よ
う
で
す
。
妻
や
娘
や
嫁
の

手
厚

い
世
話
に
家
の
厚
み
と
暖
か
さ
を
感
じ
、
い
ま
わ
の
き
わ
に
は
家
族
を
ま

わ
り
に
集
め
、
家
の
後
事
を
た
の
み
、
生
前
の
礼
を
の
べ
ま
し
た
。」

そ
の
光
景
は
、
明
治

・
大
正
の
頃
、
幼

い
松
田
が
ま
わ
り
に
見
聞
き
し
た
高
齢

者
の
臨
終
で
も
あ

っ
た
。
こ
の
時
代
の
高
齢
者
も
そ
う
苦
し
ま
ず
に
死
ぬ
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る
。

「病
気
の
苦
痛
も
あ

っ
た
で
し
ょ
う
が
短
期

で
し
た
。
ガ
ン
も
転
移

の
痛
み

が
出
て
く
る
と
、
そ
う
生
き
ら
れ
な
か

っ
た
で
し
ょ
う
。
脳
卒
中
で
意
識
を
失

う
と
、
も

の
が
食

べ
ら
れ
ず
数
日
で
餓
死
し
た
で
し
ょ
う
。
心
筋
梗
塞
も
半
数

は

一
両
日
で
亡
く
な

っ
た
で
し
ょ
う
。
今
の
よ
う
に
二
年
も
三
年
も
寝
た
き
り

に
な
ら
な
か

っ
た
の
で
、
世
話
す
る
ほ
う
も
、
体
力
が
も

っ
た
で
し
ょ
う
。」

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
の
祖
先
は
そ
れ

ほ
ど
苦
し
む
こ
と
な
く
最
期
を
迎
え
て

②

「安
楽
死
」
を
阻
む
も
の
1
医
者

・
病
院

で
は
、
現
代
は
ど
う
か
。
現
代
人
は
安
楽
に
死
ね
な
い
の
で
あ
る
。

「今
私
た
ち
は
信
仰
を
失

い
ま
し
た
。
現
世
で
頼
り
に
な
る
家
族
の
暖
か
い

心
も
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
女
た
ち
は
外
で
働
く
こ
と
が
多
く
、
家

へ
の
忠
誠
も

う
す
れ
ま
し
た
。
仏
さ
ま
に
代
え
て
信
じ
る
お
医
者
も
、
い
た
ず
ら
に
延
命
し

て
、
死
の
苦
し
み
を
長
び
か
せ
る
だ
け
で
す
。
死
は
ま
さ
に
現
代
人
の
悲
劇
で

す
。
」

私
た
ち
が
安
楽
に
死
ね
な
い
原
因
は
、
①
信
仰
を
失

っ
た
こ
と
、
②
家
族
関
係

の
変
化
に
も
あ
る
が
、
主
と
し
て
、
③
医
者

・
病
院
に
あ
る
。
私
た
ち
が
安
楽
な

最
期
を
迎
え
ら
れ
な
い
の
は
、
死
が
近
づ
く
と
病
院
に
入
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「お
医
者
は
少
し
で
も
長
く
生
か
す
の
が
義
務
だ
と
思

っ
て
い
て
、
秘
術
を
つ
く

し
て
生
命
を
と
り
と
め
ま
す
。」

現
代
日
本
の
医
者
は
救
命

・
延
命
至
上
主
義
を
と
る
。
医
者
は
自
分
た
ち
が
立

ち
向
か
う
の
は
患
者

の

「生
物
的
生
命
」
で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た

「人
間
的
存

在
」
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
患
者
が
老
衰
で
弱

っ
て
い
て
も
、
転
倒
と
か
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
、
肺
炎

な
ど
の
急
変
が
起

っ
て
、
家
族
の
者
が
救
急
車
を
呼
べ
ば
、
老
人
は
救
急
病
院
に

運
ば
れ
、
集
中
治
療
室
に
入
れ
ら
れ
る
。
八
〇
だ
ろ
う
が
九
〇
だ
ろ
う
が
、
息
を

7
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引
き
取
る
ま
で
治
療
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
人
が

「も
う
キ

ュ
ア

(医
者
の
や
る

治
療
)
は
た
く
さ
ん
だ
、
ケ
ア

(親
し

い
人
の
心
の
こ
も

っ
た
世
話
)
だ
け
に
し

て
ほ
し
い
」
と
思

っ
て
い
て
も
で
あ
る
。

も
と
も
と
病
院
は
若
い
人
の
急
な
病
気
を
治
療
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
病
院
の
医
者
は

「病
院
と
い
う
企
業

の
経
営
か
ら
き
ま
っ
て
く
る
ル
ー
テ
ィ
ー

ン
の
中
で
生
き
て
い
る
。
」
入
院
す
る
と

は
、
こ
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
に
身
を
ま
か

せ
る
こ
と
、
繰
り
返
さ
れ
る
検
査
に
耐
え

、
濃
厚
な
治
療
を
甘
受
す
る
と

い
う
こ

と
で
あ
る
。
最
後
の
延
命
治
療

(病
院
で
は
終
末
期
医
療

-
注
松
田
)
は
患
者
に

と

っ
て
は

「無
益
」
で
あ

っ
て
も
、
病
院
経
営
か
ら
す
る
と

「有
益
」
な
の
で
あ

る
。松

田
は
病
院
で
最
期
を
迎
え
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
た
。

『幸
運
な
医
者
』
に
収

め
ら
れ
た
、
主
治
医
早
川

一
光
の
追
悼
文

に
よ
れ
ば
、
松
田
は
九
八
年
五
月
末
日

深
夜
、
心
筋
梗
塞
の
発
作
で
意
識
を
失

い
、
翌
日
、
自
宅
で
、
家
族
に
見
守
ら
れ

て
亡
く
な

っ
た
。
自
身
の
分
類
な
ら
、
十
分

「安
楽
死
」
に
入
る
。
松
田
は
以
前

か
ら
心
臓
が
弱

っ
て
い
て
、
早
川
が
病
院

で
の
精
し

い
検
査
を
勧
め
て
も
、
「病

院
な
ん
か
行
か
な

い
。
行

っ
て
、
ど
こ
そ
こ
が
悪
い
と
言
わ
れ
た

っ
て
、
仕
方
な

い
1

行
か
な

い
ーー
」

と
、
テ
コ
で
も
動
か
な
か

っ
た
そ
う
だ
。

駄
だ
と
わ
か

っ
て
き
た
。
こ
こ
に

「安
楽
死
」
の
問
題
が
生
ま
れ
た
。
「安
楽
死
」

は
古
来

「楽
に
死
ぬ
と
い
う
死
の
姿
の
意
味
」
で
あ

っ
た
が
、
十
九
世
紀

の
末
頃

か
ら
、
「死
に
瀕
し
て
苦
し
ん
で
い
る
人
に
死
を
も
た
ら
す
行
為
」
と
い
う
意
味

に
変
わ

っ
て
い
っ
た
。

そ
の
頃
、
森
鴎
外
は
ド
イ
ツ
で
医
学
を
学
ん
で
い
た
。
二
〇
代
前
半

の
多
感
な

頃
で
あ

っ
た
。
「安
楽
死
」
に
強

い
関
心
を
も

っ
た
の
だ
ろ
う
、
帰
国
後
、
名
作

「高
瀬
舟
」
を
書

い
た
。
小
説

の
中
味
に
つ
い
て
は
省
く
が
、
「高
瀬
舟
縁
起
」

の
中
で
鴎
外
は
こ
う
書
い
た
。
当
時
、
ま
だ

「安
楽
死
」
に
当
た
る
日
本
語
は
な

く
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
使

っ
て
い
る
。

「
こ
こ
に
病
人
が
あ

っ
て
死
に
瀕
し
て
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
救
う
手
段

は
全
く
な
い
。
ど
う
せ
死
な
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
な
ら
、
あ
の
苦
し
み
を
長

く
さ
せ
て
置
か
ず
に
、
早
く
死
な
せ
て
や
り
た
い
と
云
う
情
は
必
ず
起
る
」

「医
学
社
会
に
は
、
こ
れ

(苦
し
ま
せ
て
お
く
こ
と

1
注
松
田
)
を
非
と
す

る
論
が
あ
る
。
即
ち
死
に
瀕
し
て
苦
し
む
も
の
が
あ

っ
た
ら
楽
に
死
な
せ
て
其

苦
を
救

っ
て
や
る
の
が
よ
い
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ユ
ウ
タ
ナ
ジ
ィ
と
い

う
」

8

 

偶

「安
楽
死
」
H

十
九
世
紀
、
欧
米

の
医
学
は
長
足
の
進
歩
を
遂
げ
た
。
進
歩
し
た
治
療
は
病
院

で
な

い
と
で
き
な

い
。
多
く
の
病
気
が
薬

や
手
術
で
治
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か

し
、
ガ
ン
や
老
衰
は
治
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
ど
ん
な
に
手
を
尽
く
し
て
も
、
無

「安
楽
死
の
要
件
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
患
者
を

「安
楽
死
」
さ
せ

た
医
者
が
無
罪
に
な
る
た
め
の
条
件
で
あ
り
、
医
者
の
立
場
か
ら
見
た

「安
楽
死
」

で
あ
る
。
こ
こ
で
扱
う
の
は
、
患
者

の
立
場
か
ら
の

「安
楽
死
」
で
あ
る
。

で
は
、

一
般
の
日
本
人
が
患
者

の
立
場
か
ら

「安
楽
死
」
の
こ
と
を
考
え
は
じ
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め
た
の
は
、
い
つ
か
ら
だ
ろ
う
。
松
田
は

「老
衰
し
た
高
齢
者
が
病
院
の
集
中
治

　

　

療
室
で
、
家
族
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
、
機
械
に
よ
る
人
工
呼
吸
器
を

つ
け
ら
れ
、

動
物
実
験
み
た
い
に
い
ろ
ん
な
管
を
つ
け
ら
れ
、
ベ
ッ
ド
に
し
ば
り

つ
け
ら
れ
る

の
を
見
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
で
す
。」
と
言
う
。
無
益
な
延
命
治
療
を
断
り
た
い
。

集
中
治
療
な
ど
せ
ず
に
、
家
で
尊
厳
を
失
わ
ず
自
然
に
死
に
た

い
。
こ
れ
が

一
般

日
本
人
の

「安
楽
死
」
願
望
で
あ
る
。

患
者
に

「死
」
を
も
た
ら
す
に
は
、
二
つ
の
道
し
か
な

い
。
そ
れ
は

「医
者

の

殺
人
か
、
患
者
の
自
殺
」
で
あ
る
。
患
者
が
し
ば
し
ば
口
に
す
る

「楽
に
し
て
く

れ
」
は
、
無
益
な
延
命
は
や
め
て
ほ
し
い
、
命
を
縮
め
て
ほ
し
い
と

い
う
こ
と
で

あ
る
。
彼
ら
は
自
殺
を
望
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
瀕
死
の
患
者
な
ら
、
自
殺
を
す

る
に
も
、
医
者
の
手
を
借
り
ざ
る
を
え
な

い
。
「患
者

の
側
か
ら
い
う
安
楽
死
は
、

医
者
の
幣
助
に
よ
る
自
殺
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

松
田
に
よ
れ
ば
、
「安
楽
死
」
と
は
事

実
上
の

「自
殺
」
で
あ
る
。
自
殺
を
悪

と
考
え
る
者
は

「安
楽
死
」
を
望
め
な
い
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

四
、
自
殺
は
悪
で
は
な

い

ω

「私
の
生
活
」
の
終
わ
り

「
お
医
者
は
わ
か

っ
て
く
れ
な

い
」
を

検
討
し
よ
う
。
松
田
は

『私
は
女
性
に

し
か
期
待
し
な

い
』
に
収
め
ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ

「終
着
駅
」
で
、
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
中
で
経
死
し
た
八
五
歳

の
住
職

(元
住
職
で
は
な

い
か
1
注
大
町
)
を

め
ぐ
る
話
を
書

い
た
。
冒
頭
も
う

一
度
そ
れ
に
触
れ
て
い
る
。

「近
畿
老
人
福
祉
施
設
研
究
協
議
会
」

で
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
あ
る
指
導
員
が

施
設
内
の
自
殺
を
報
告
し
た
。
施
設

の
中
で
の
自
殺
は
ど
こ
で
も
隠
し
た
が
り
、

報
告
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
住
職
は
そ
の
半
年
前
か
ら
周
り
の
人
に
、
「ボ
ケ

た
り
、
お
む

つ
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
人
間
は
お
し
ま

い
だ
。
体
の
元
気
な
う

ち
に
死
に
た
い
」
と
言

っ
て
い
た
。
集
ま

っ
た
人
た
ち
は
、
こ
の
自
殺
を
施
設
の

責
任
の
よ
う
に
考
え
た
。
し
か
し
、
松
田
は

「八
十
五
歳
の
信
仰
者
の
選
択
を
尊

重
す
る
か
ん
が
え
も
あ

っ
て
い
い
」
と
し
た
。
「自
分
の
生
き
方
を
自
分
で
え
ら

ぶ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
み
と
め
る
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
松
田

の
基
本
的
な
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
い
わ
ゆ
る

「
ね
た
き
り
」
(食
事

の
介
助
、
排
泄
の
世
話
)
に
な

っ
た
ら
ど

う
す
る
か
。

人
の
迷
惑
に
な
ら
な

い
か
ぎ
り
、
自
分

の
天
分
を
思

い
切
り
の
ば
す
の
が
自

由
だ
と
、
い
い
つ
づ
け
て
き
た
も

の
が
、
自
分
の
存
在
そ
の
も
の
が
人
の
迷
惑

に
な
る
と
き
を
迎
え
た
ら
ど
う
す
る
か
。
も
は
や
自
由
で
は
あ
り
え
な
い
。
自

由
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
生
活
が
あ
り
う
る
か
。
私
の
生
活
は
終

っ
た
と
思
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。」

先
の
住
職
は

「ボ
ケ
た
り
、
お
む
つ
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
ら
人
間
は
お
し
ま

い
だ
」
と
言

っ
た
。
「人
間
は
お
し
ま
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は

「人

間
の
威
厳
が
保
て
な

い
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
「威
厳
」
と
い
う
の
は
、
「そ
の

人
間
の
人
柄
に
ふ
さ
わ
し

い

「社
会

へ
の
顔
」
だ
ろ
う
」
。

9
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「自
由
を
標
榜
し
て
生
き
て
き
た
人
間
が
、
自
分
の
生
活
は
終

っ
た
と
思
い
、

生
き

つ
づ
け
る
こ
と
が
、

威
厳
の
喪
失

(屈
辱
)
で
し
か
な
い
と
な

っ
た
ら
、

養
護
施
設
に
い
た
例
の
坊
さ
ん
と
同
じ
選
択
を
す
る
の
が
論
理
に
か
な
っ
て
い

る
。」

言
葉
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は

「論
理
」
だ
け
で
死
に
は
し
な
い
。

松
田
に
よ
れ
ば
、
「老
衰
に
な
る
と
人
間

の
生
命
に
つ
い
て
の
考
え
が
か
わ

っ
て

く
る
」
。
「高
齢
者
介
護

の
問
題
点
」
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
「
こ
れ
は

若

い
人
に
は
わ
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
」
と
言
う
。

「老
衰
が
進
ん
で
く
る
と
、
生
命
が
惜
し
く
な
く
な
る
の
で
す
。
苦
し
み
通

す
よ
り
も
、
お
だ
や
か
な
方
法
な
ら
、
死
ん
で
も

い
い
と

い
う
風
に
か
わ

っ
て

く
る
の
で
す
。」

い
よ
い
よ
自
殺
が
重
要
な
問
題
と
な

っ
て
く
る
。

ω
自

殺
以
前

、
筆

者

が

知

り

合

い

の

フ

ラ

ン

ス
人

か
ら

聞

い
た
話

で

あ

る

。

も

し

死

ぬ

と

す

れ

ば

ど
う

い
う

方

法

を

選

ぶ

か
と

尋

ね

れ
ば

、

ほ
と

ん

ど

の
日

本

人

は

、

あ

れ

が

い

い
か

、

こ
れ

が

い

い
か

、

時

に

は
う

れ

し

そ
う

に

、

し

ば

ら

く

考

え

て
、

一
つ
、

二

つ
、

時

に
は

三

つ
、

四

つ
手

段

を

挙

げ

る

。

で

は

、

フ
ラ

ン

ス
人

は

ど

う

か

。

キ

リ

ス

ト

教

国

フ
ラ

ン

ス

の

国

民

は

、

「自

殺

な

ん

て

と

ん

で
も

な

い
」

と
言
う
。
自
殺
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
日
本
と
西
欧
の
キ
リ
ス
ト
教
国
と
で
は
そ

れ
ほ
ど
違
う
の
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
自
殺
は
倫
理
的
選
択
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
悪
と
は
考
え
て
こ
な
か
っ

た
。
武
士
に
は
切
腹
と
い
う
方
法
が
あ

っ
た
。
女
に
は

「干
死

(ひ
じ
に
)
」
と

い
う
自
殺
法
が
あ

っ
た
。
食
事
を
と
ら
ず
、
飢
え
死
に
す
る
の
で
あ
る
。
『平
家

物
語
』

の
中
で
、
清
盛
の
継
母
池
の
禅
尼
は
清
盛
に
、
頼
朝
の
命
乞
い
を
し
て
、

「頼
朝
切
ら
れ
ば
我
も
生
き
て
何
か
せ
ん
。
さ
ら
ば
干
死
せ
ん
」
と
言

っ
た
。

松
田
は

「干
死
」
を
安
楽
死
の

一
つ
の
方
法
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
や
や
詳

し
い
説
明
を

つ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
僧
侶
た
ち
の

〈絶
食
死
〉
に
つ
い
て
は
、

な
ぜ
か
、
『日
本
往
生
極
楽
記
』
を
引
用
し
た
あ
と
で
も
言
及
し
て
い
な

い
。

も
う
少
し
続
け
る
。
人
は
絶
食
す
れ
ば
何
日
で
死
ね
る
か
と
い
う
医
学
研
究
は

な
い
。
絶
食
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
入
院
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
入
院
す

れ
ば
医
者
は
点
滴
を
し
て
助
け
る
の
で
、
医
者
は

〈絶
食
死
〉
を
知
ら
な
い
。
松

田
に
よ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
医
師
会
雑
誌
に
、
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
医
師
が
、
水
も

食
事
も
と
ら
ず
六
日
間
で
眠
る
よ
う
に
亡
く
な

っ
た
八
四
歳
の
母
親
の
こ
と
を
書

い
て
い
る
。
た
だ
し

「随
筆
欄
」
に
で
あ
る
。

現
代
日
本
の
医
者
は
、
患
者
が
高
齢
で
弱

っ
た
人
間
で
も
、
自
殺
す
る
こ
と
を

許
さ
な
い
。
自
ら
死
を
選
ぶ
の
は

「欝
病
の
症
状
」
と
す
る
。
日
本
の
医
者
が
患

者
の
自
殺
を
認
め
な

い
の
は
、
西
欧
の
医
学
を
移
入
す
る
時
、
そ
れ
に
付
随
す
る

ユ
ダ
ヤ

・
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
を
も

「丸
の
み
」
し
た
か
ら
で
あ
る
。
自
殺
す
る

の
は
、
神

へ
の
冒
漬
で
あ
り
、
王

へ
の
反
逆
と
考
え
ら
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は

一

九
六

一
年
ま
で
、
自
殺
未
遂
者
は
罰
せ
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
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杉
田
玄
白
は
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
が
、
日
本

の
モ
ラ
ル
を
失
わ
な
か

っ
た
。
高

齢
の
苦
痛
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
高
齢
者

が
死
を
選
ぶ
の
を
是
と
し
た
。
自
殺
が

「醜
聞
」
と
さ
れ
た
の
は
、
明
治
以
降
な

の
で
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
、

現
代
の

「お
医
者
は
わ
か

っ
て
く
れ
な
い
」

の
で
あ
る
。

「老
衰
が
進
ん
で
く
る
と
、
生
命
が
惜
し
く
な
く
な
る
」
。
「苦
し
み
通
す
よ
り
も
、

お
だ
や
か
な
方
法
な
ら
、
死
ん
で
も
い
い
」
。
自
殺
と

い
え
ば
、
首

つ
り
自
殺
、

飛
び
込
み
自
殺
、
飛
び
降
り
自
殺
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、

一
般
の
人
に
は
、
む

ご
く
て
恐
ろ
し

い
。
も

っ
と
、
「お
だ
や
か
な
方
法
」
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ

う
し
て
、
お
だ
や
か
な
方
法
に
よ
る
自
殺

あ
る
い
は

「安
楽
死
」
が
浮
か
び
上
が

る
。

「
八
十
七
歳
に
も
な

っ
て
、
平
均
寿
命
を
と
う
に
通
り
こ
し
、
友
人
の
大
部

分
が
い
な
く
な

っ
て
み
る
と
、
終
末
は
近
い
と
感
じ
ま
す
。
だ
が
、
平
知
盛
の

よ
う
に

「見
る
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
は
見

つ
」
と
い
う
決
断
を

い
つ
下
す
か
は
、

人
に
よ

っ
て
ち
が
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
純
粋
に
各
人
の
主
観
の
問
題
で
す
。

人
間
の
終
末
は
何
時
何
分
と
い
う
も
の
で
な
く
、
あ
る
時
間
の
経
過
の
中
で
、

身
体
的
条
件
に
よ
っ
て
自
分
が
き
め
る
も
の
で
す
。」

自
殺
す
る
に
せ
よ
、
「安
楽
死
」
す
る
に
せ
よ
、
自
ら
の

「終
末
」
が
い
つ
で

あ
る
か
は
、
自
分
の

「身
体
的
条
件
」
を
考
え
に
入
れ
て
、
決
断
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

㈹

「安
楽
死
」

の
合
法
化

日
本
で
は

「安
楽
死
」
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
「日
本
尊
厳
死
協
会
」

と

い
う
会
が
あ
る
。
以
前
は
、
「
日
本
安
楽
死
協
会
」
と
称
し
た
。
会
員
は

「尊

厳
死
の
宣
言
書
」
な
る
も
の
に
署
名
し
て
い
る
。
そ
の
会
員
な
ら

「尊
厳
死
」
が

可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
松
田
は

「尊
厳
死
協
会
に
入

っ
て
い
れ
ば
、
同
じ
会
員

の
医
者
が
む
だ
な
延
命
治
療
を
し
な
い
で
く
れ
た
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
が
、
そ

れ
は
違
法
で
す
か
ら
、
秘
密
に
や

っ
て
も
ら
え
た
と

い
う
こ
と
で
す
。」
と
言

っ

て
い
る
。
松
田
の
考
え
で
は
、
「尊
厳
死
」
な
る
も

の
は

「安
楽
死
」
の

一
変
種

に
す
ぎ
な
い
。
両
者
を
特
に
区
別
し
て
い
な

い
。

『黄
落
』
の
母
の
場
合
、
「安
楽
死
」
、
「尊
厳
死
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。

か
か
り
つ
け
の
K
医
師
は
、
母
の
こ
れ
ま
で
の
経
過
な
ら
び
に
現
状
か
ら
判
断
し

て
、
「私
」
の
意
向
を
受
け
容
れ
た
の
だ
ろ
う
。
か
か
り

つ
け
の
医
者
と
患
者
と

の
問
で
な
ら
、
こ
う
い
っ
た
関
係
も
病
院
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
。

病
院
に
お
い
て
も
、
楽
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
「安
楽
死
」
が
法

律

で
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「安
楽
死
」
に
は
二
つ
の
道
が
あ
る
。
医

者
主
導
か
患
者
主
導
か
で
あ
る
。
医
者
主
導
の
場
合
、
医
者
が
延
命
至
上
主
義
を

と
る
な
ら
、
患
者
は
死
に
た
い
時
に
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な

い
。
松
田
は
、
当
然
、

患
者
主
導

の

「安
楽
死
」
を
提
言
す
る
。

「
日
本

で
安
楽
死
を
法
律
で
許
す
と
き
は
、

討
助
自
殺
を
み
と
め
た

い
で
す
。」

世
界
に
先
が
け
て
患
者
主
導
の
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日
本
で
は
自
殺
は
悪
で
は
な

い
。
そ
う

い
う
伝
統
が
あ
る
。
松
田
の
考
え
で
は
、

「幣
助
自
殺
」
と
い
っ
て
も
、
特
別
の
こ
と
を
す
る
の
で
は
な
い
。
何
日
分
か
の

鎮
痛
剤
か
麻
薬
を
患
者

の
枕
元
に
お
い
て
、
「こ
れ
を

一
度
に
の
ん
だ
ら
死
に
ま

す
よ
」
と
い
っ
て
、
患
者
の
自
由
に
と
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
れ
は
何
と
も
き

つ
い
提
言

で
あ
る
と
思
う
。
私
た
ち
は
こ
の
重

い

「自
由
」
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
重
圧
に
耐
え
ら
れ
る
だ
ろ

う
か
。
大
き
な
不
安
が
わ

い
て
く
る
が
、

こ
れ
が
松
田
の
持
論
で
あ
る
。

㈲

「市
民
的
自
由
と
し
て
の
生
死
の
選
択
」

松
田
は

『安
楽

に
死
に
た
い
』
、の
中
に
、
「市
民
的
自
由
と
し
て
の
生
死
の
選

択
」
を
加
え
た
理
由
を
、
「私
の
考
え
は
老
衰
し
て
絶
望
的
に
な

っ
た
人
間
の
苦

し
ま
ぎ
れ
の
思

い
つ
き
で
な
く
、
深

い
根
拠
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知

っ
て
も
ら

い
た
か

っ
た
か
ら
で
も
あ
り
ま
す
」
と
書

い
て
い
る
。
こ
こ
で
は

「深
い
根
拠
」

に
か
か
わ
る

「市
民
的
自
由
」
と

「自
己
決
定
権
」
に
つ
い
て
触
れ
る
。

「
し
ば
し
ば
健
康
法
と
よ
ば
れ
る
、
死
を
忘
れ
る
た
め
の
生
の
讃
歌
は
、
し

か
し
、
永
続
き
は
し
な

い
。
か
な
ら
ず
肉
体
に
お
こ
る

「老
人
性
疾
患
」
に

よ

っ
て
中
断
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
老
人
問
題
が
は
じ
ま
る
。」

「老
人
問
題
は
永
遠

へ
の
望
み
が
た
た
れ
た
今
を

い
か
に
生
き
る
か
に
あ
る
。
」

「老
人
問
題
は
、
人
は
い
か
に
生
き

る
べ
き
か
を
自
分
だ
け
の
責
任
と
し
た

時
に
お
こ
る
。
」

「老
人
性
疾
患
」
に
よ

っ
て

「生

の
讃
歌
」
は
中
断
さ
れ
、
生
命

の
限
界
を
意

識
さ
せ
ら
れ
る
。
残
さ
れ
た
時
間
は
少
な
い
。
そ
の
時
、
〈
い
か
に
生
き
る
べ
き

か
〉
を

「自
分
だ
け
の
責
任
と
し
」
て
引
き
受
け
た
時
に
、
当
の
老
人
に
降
り
か

か
る
問
い
が

「老
人
問
題
」
で
あ
る
。
〈
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
〉
は
、
当
然

〈
い

か
に
死
ぬ
べ
き
か
〉
と
表
裏
に
な

っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
筆
者
は
想
像
す
る
。

松
田
は
信
仰
を
も

っ
て
い
な
か

っ
た
。
〈神
〉、
〈仏
〉
も

〈来
世
〉
も
信
じ
て

い
な
か

っ
た
。
「死
が
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
永
遠
の
虚
無
」
と

い
う
言

い
方
も
し

て
い
る
。
た
だ
、
死
ぬ
こ
と
は

「
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
以
前

の
状
態
に
か
え
る
の

で
す
か
ら
、
そ
れ
は
こ
わ
く
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
言
う
。

信
仰
を
も

っ
て
生
き
て
き
た
人
は
、
神
の
教
え
に
し
た
が

っ
て
生
き
れ
ば
い
い
。

「信
仰
あ

つ
い
も

の
に
は
、
老
人
問
題
は
な

い
。
」
信
仰
を
も
て
な
い
者
は
ど
う

す
れ
ば

い
い
か
。
す
べ
て
自
分
の
責
任
に
お
い
て
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言

い
換
え
れ
ば
、
す
べ
て
に

「自
己
決
定
権
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が

「市

民
的
自
由
」
で
あ
る
。

明
治
政
府
は
人
民
か
ら
市
民
的
自
由
を
奪

い
、
臣
民
と
し
て
画

一
化
し
た
。
人

は
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
を
、
国
家
が
決
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
支
配
の
型
に
慣

れ
た
日
本
人
に
は
、
自
分
の
生
き
方
を
決
め
る
習
慣
が
な
い
。
老
人
問
題
が
厚
生

省
、
医
者
、
老
人
ホ
ー
ム
経
営
者
ら
の
都
合
で
運
ば
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
松
田

は
老
人
に
訴
え
る
。
押
し
つ
け
て
く
る
も
の
を
、
当
然
と
し
て
受
け
取

っ
て
い
て

は
、
老
後

の
生
活
は
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
日
本
人
は
個
人
と
し
て
自
立
し
な
い

と

い
け
な
い
。
老
人
問
題
は
自
分
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
頭
を
切
り
か
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
副
題

「老
人
問
題
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
」
の
意
味
で
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あ

る

。「生
が
そ
う
あ
る
よ
う
に
、
死
も
主
体
的
に
し
か
き
め
ら
れ
な
い
も
の
な
の
だ
。

人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
も
死
ぬ
こ
と
も
ひ
と
し
く
自
己
決
定
権
に
ぞ
く
す
る
。

そ
の
質
を
問
わ
ず
に
尊
重
さ
れ
る
も
の
が
人
権
で
あ
る
か
ぎ
り
、
社
会
に
は
個

人
の
生
命

の
質
を
き
め
る
資
格
は
な

い
。
た
だ
個
人
だ
け
が
自
分
の
生
命
の
歴

史
を
ふ
ま
え
て
将
来
の
生
命
の
質
を
評
価
し
う
る
。

こ
こ
で
い
ち
ば
ん
重
要
な
の
は
、
ど

の
時
点
で
自
ら
の
生
を
え
ら
ぶ
こ
と
か

ら
、
自
ら
の
死
を
え
ら
ぶ
こ
と
に
切
り
か
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

自
分
で
自
分
の
生
き
方
を
決
め
る
。
同
様
に
、
自
分
の
死
に
方
を
決
め
る
。
ど

う
選
択
す
る
か
は
市
民
的
自
由
で
あ
り
、
自
己
決
定
権
に
属
し
て
い
る
。

一
人

一

人
が
、
あ
る
時
点
で
自
ら
死
を
え
ら
ぶ
決
断
を
せ
ま
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に
ー
い
か
に
死
ぬ
か
ー

こ
こ
十
年
余
り
の
間
に
、
〈介
護

の
社
会
化
〉
と

い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
高
齢

者
介
護

の
問
題
は
社
会
全
体
で
引
き
受
け

よ
う
と

い
う
方
向
で
進
ん
で
き
た
。
西

暦
二
千
年
に
は
、
そ
れ
が
公
的
介
護
保
険
と

い
う
形
で
実
を
結
ん
だ
。
ま
た
、
拙

論
で
は
触
れ
な
か
っ
た
が
、
日
本
で
も
、

ホ
ス
ピ
ス
や
緩
和
ケ
ァ
病
棟
が
増
え
て

き
た
。
末
期
医
療
に
対
す
る
関
心
も
高
ま

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
こ

と
が
、
最
期
は
社
会
が
面
倒
を
看

て
く
れ
る
と
い
っ
た
安
易
な
考
え
を
生
ん
で
い

る
よ
う
に
思
う
。
〈私
た
ち
は
い
か
に
死
ん
で
い
く
の
か
〉
と

い
う
問
題
は
、
依

然
と
し
て
個
々
人
の
下
に
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
松
田
道
雄
は
鋭
く
提
起
し
た
の
で

あ
る
。

『黄
落
』
の

「私
」
は
母
の
意
を
汲
ん
で
、
母
の
食
絶
ち
を
見
守
り
、
黄
葉
が

落
ち
る
よ
う
な
死
を
手
助
け
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
佐
江
衆

一
は
自
分
も
母
の

よ
う
に
死
に
た
い
と
考
え
る
に
至

っ
た
。
今
日
、
い
か
に
死
ぬ
か
は
、
松
田
も
言

う
よ
う
に
病
院
と

の
関
連
で
、
誰
も
が
避
け
ら
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家

の
柳
田
邦
男
も
、
「気
が
つ
け
ば
、
延
命
医
療
の
取

り
組
み
方
が
技
術
優
先
と
な

っ
て
、
「生
活
や
人
生
の
質
」
を
求
め
る
生
き
方
を

阻
害
す
る
場
面
す
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。」
と
言
い
、
現
代
を

「尊
厳
あ

る
死
を
自
分
で
創
ら
な

い
と
人
生
を
完
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
時
代
」
と
表
現

し
て
い
る
。

宗
教
学
者
山
折
哲
雄
は
、
繰
り
返
し
、
自
分
は
最
期
は
断
食
し
て
死
に
た

い
と

言

っ
て
い
る
。
「私
は
常
日
頃
、
死
ぬ
と
き
は
安
楽
に
死
に
た
い
と
思

っ
て
い
る
。」

と
、
こ
こ
ま
で
は
松
田
と
同
じ
で
あ
る
。
松
田
は

「安
楽
死
」
を
合
法
化
せ
よ
、

と

い
う
答
え
を
出
し
た
。
山
折
は

「私
は
、
自
分
が
い
か
に
生
き
、
い
か
に
死
ぬ

か
の
問
題
を
、
自
分
の
責
任
に
お
い
て
考
え
た

い
と
思

っ
て
い
る
。
…
…
そ
れ
が

実
行
で
き
た
と
き
、
生
死
に
か
ん
す
る
自
己
決
定
が
、
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
の

だ
と
考
え
る
。
」
医
者
の

「幣
助
」
を
あ
て
に
す
る
の
で
は
、
「半
分
の
自
己
決
定

権
」
に
す
ぎ
な
い
。
山
折
も
ま
た

「断
食
死
」、

つ
ま
り
絶
食
に
よ
る
死
を
考
え
る
。

そ
の
手
本
は
、
平
田
精
耕
も
触
れ
た
が
、
「往
生
伝
」
、
「高
僧
伝
」
の
中
の
僧
た

ち
で
あ
る
。
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「
い
よ

い
よ
命
終
の
時
期
が
近
づ
く
と
、
彼
ら

の
多
く
は
、
自
然
に
木
食

の

生
活
に
入
り
、
や
が
て
そ
の
ま
ま
断
食

へ
と
す
す
ん
で
い
く
。
五
穀
を
断
ち
、

十
穀
を
断
ち
、
や
が
て
木

の
実
や
葉
も
断

っ
て
、

枯
れ
木
の
よ
う
に
な

っ
て

い
く
。」

私
た
ち
俗
人
に
と

っ
て
、
難
し
い
の
は
、
死
期
を
悟
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。

「極
意
」
と
呼
ば
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
死
期
を
、
ま
さ
に
死
期
だ
と
認
め
て
受
容

し
、
敢
然
と
食
を
遠
ざ
け
ら
れ
る
か
ど
う
か
。
松
田
道
雄
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「「見

る
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
は
見
つ
」
と
い
う
決
断
」
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
「安

楽
な
」
最
期
を
遂
げ
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
そ
こ
に
か
か

っ
て
く
る
。

総 合 研 究 所 所 報

筆
者
は
そ
れ
が

「自
然
死
」
に
近
そ
う
だ
と

い
う
印
象
か
ら
、
松
田
の
薬
物
に

よ
る

「安
楽
死
」
よ
り
も
、
山
折
の

「断
食
死
」

の
方
に
親
近
感
を
持

つ
。
山
折

は

「心
配
が

一
つ
だ
け
あ
る
」
と
言
う
。

い
っ
た
ん
同
意
は
し
て
も
、
「枯
れ
木

の
よ
う
に
な

っ
て
い
く
」
山
折
を
見
る
に
見
兼
ね
て
、
家
族
の
誰
か
が
救
急
車
を

呼
ぶ
か
も
し
れ
な

い
。
病
院
に
入
れ
ば
、
あ
と
は
松
田
の
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
山
折
も

「そ
の
と
き
は
、
万
事
休
す
、
で
あ
る
。」
と
言
う
。
こ
れ
は
こ
の

方
法
の
最
大
の
弱
点
で
あ
ろ
う
。
最
期
ま

で

「自
己
決
定
」
を
貫
く
こ
と
は
難
し

い

。お
寺
な
ら
、
弟
子
た
ち
は
、
指
示
ど
お

り
動

い
て
く
れ
る
だ
ろ
う
。
平
田
も

「で
き
れ
ば
病
院
で
は
な
く
て
、
お
寺
で
仏
様
に
囲
ま
れ
な
が
ら
死
に
た
い
」
と

の
希
望
を
述
べ
て
い
る
。
自
宅
で
な
ら
、

『黄
落
』

の
母
の
場
合
の
よ
う
に
、
医

者
と
家
族
の
討
助
、

い
や
協
力
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
る
。

山
田
無
文
は
死
の
四
年
前
、
霊
雲
院
に
隠
棲
し
た
時
か
ら
、
死
の
準
備
に
取
り

か
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
生
活
は
自
ら
の
身
体
に
、
徐
々
に
死
を
呼
び
込

も
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
山
田
は
死
期
が
訪
れ
る
の
を
じ

っ
と
待

っ
た
こ
と

だ
ろ
う
。
ま
こ
と
に
羨
ま
し
い
環
境
で
あ
る
。

〔引

用
文
献
〕

『
昭
和
文
学
全
集
二
五
』

小
学
館
、

一
九
八
八
年

深
沢
七
郎

『楢
山
節
考
』
新
潮
文
庫
、

一
九
六
四
年

『文

藝
春
秋

・
八
月
号
』
文
藝
春
秋
、

二
〇
〇
三
年

佐
江
衆

一

『黄
落
』
新
潮
社
、

一
九
九

五
年

佐
江
衆

一

『老

い
方

の
探
求
』
新
潮
社
、

一
九
九
六
年

日
野
原
重
明

『死
を
ど
う
生
き
た

か
』
中
公
新
書
、

一
九
八
四
年

松
田
道
雄

『安
楽

に
死

に
た

い
』
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年

松
田
道
雄

『幸
運
な
医
者
』
岩
波
書
店

、

一
九
九

八
年

松
田
道
雄

『私
は
女
性

に
し
か
期
待

し
な

い
』
岩
波
新
書
、

一
九
九
〇
年

柳

田
邦
男

『
「死

の
医
学
」

へ
の
日
記
』
新
潮
社
、

一
九
九
六
年

山
折
哲
雄

『
お
迎
え

の
と
き
』
祥
伝
社

、

一
九
九

四
年

※
拙
論
は
、
平
成
十
四
年
度
奈
良
大
学
研
究
助
成
を
受
け
て
行
な
わ
れ
た
研
究
成

果

の

一
部
で
あ
る
。
助
成

い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
御
礼
申

し
上
げ
ま
す
。
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