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中
量
的
時
間
と
そ
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
1
1
1

忘
れ
ら
れ
た
悲
し
み

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
!
ン
に
、
明
治
二
八
年
(
一
八
九
五
)
の
門
討
け
体
験
を

記

し

た

文

章

が

あ

る

。

一

丹

、

そ

れ

ま

で

の

岩

住

地

熊

本

を

ハ
i
ン
は
、
前
年

去
句
、
神
戸
ク
ロ
ニ
エ
ル
紙
の
記
者
と
し
て
神
戸
山
手
通
に
移
り
住
ん
で
き
た
と

こ
ろ
で
あ
っ
た
っ
そ
の
日
、
三
味
線
を
か
か
え
た
女
が
七
・
八
歳
の
男
の
子
を
連

れ
て
門
付
け
に
や
っ
て
き
た
。
女
は
盲
目
で
あ
っ
た
。
隣
近
所
の
住
人
た
ち
も
、

ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
ハ

i
ン
宅
に
集
ま
っ
て
き
て
、
そ
の
詰
定
は
、
即
需
の
演
奏
会
場
と

な
っ
た
。
そ
の
後
、
癌
措
の
痕
の
残
る
醜
く
ゆ
が
ん
だ
女
の
戻
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る

声
の
す
ば
ら
し
さ
に
、
聴
衆
は
一
撲
に
深
い
驚
き
に
邑
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と

ぃ
、
つ
の
は
、

女
の
醜
く
ゆ
が
ん
だ
唇
か
ら
、
じ
つ
に
霊
妙
な
声

i
若
々
し
く
て
底
力
が
あ

っ
て
、
そ
れ
に
入
の
心
に
泌
み
と
お
る
よ
う
な
美
し
い
調
子
の
、
な
ん
と
も

言
え
ず
ほ
ろ
り
と
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
声
が
、
波
う
ち
な
が
ら
湧
き
だ
し
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。

女
の
歌
が
続
く
中
、
聴
衆
た
ち
は
、
し
だ
い
に
し
く
し
く
と
泣
き
出
し
た
と
い

十
れ
2

4
2々

手口

美

う
。
ハ

i
ン
も
ま
た
、
そ
の
歌
の
内
容
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
も
、
次
の
よ

う
な
感
動
を
も
っ
て
聴
く
む

ヨ
本
の
生
活
の
悲
し
さ
や
楽
し
き
ゃ
、
そ
の
苦
し
さ
を
忍
ぶ
強
さ
と
い
う
よ

う
な
も
の
が
、
そ
こ
に
辻
な
い
も
の
を
悲
し
げ
に
追
い
も
と
め
る
よ
う
に
、

女
の
歌
う
声
と
い
っ
し
ょ
に
、
わ
た
し
の
心
に
通
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し

た
む
な
ん
だ
か
目
に
見
え
な
い
優
し
い
も
の
が
、
わ
た
し
た
ち
の
周
り
に
集

ま
っ
て
き
て
、
震
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
己
そ
し
て
、
も
う
忘
れ
て
し

ま
っ
た
所
や
時
の
感
覚
が
、
も
っ
と
霊
的
な
感
情

i
つ
ま
り
人
の
記
憶
に
は

っ
き
り
残
っ
て
い
る
所
や
時
に
た
い
す
る
感
じ
と
は
違
っ
た
感
情
i

と
提
じ

っ
て
、

し
ず
か
に
匙
っ
て
き
た
c

女
が
歌
っ
た
も
の
は
、
当
時
大
薮
で
起
こ
っ
た
心
中
事
件
を
題
材
と
し
た
い
わ

ゆ
る
世
話
物
で
あ
っ
た

G

ハ
i
ン
辻
、
そ
の
歌
詞
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、
そ
の
内

容
は
、
け
っ
し
て
非
凡
な
も
の
で
は
な
く
、
自
分
が
女
の
歌
か
ら
受
け
た
感
動
の

源
泉
は
、
歌
詞
の
内
容
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
女
の
声
そ
の
も
の
に
あ
る
こ
と
に

ハ
i
ン
の
心
に
「
妙
に
甘
い
感
じ
と
う
ら
悲
し
い
気
持
と
を

気
づ
く
。
そ
れ
は
、

お
こ
さ
せ
る
」
、
「
不
思
議
な
枇
魅
力
を
も
っ
」
も
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
「
音
の
秘

密
」
を
告
ら
解
き
明
か
し
た
い
と
顕
う
。
そ
し
て
、
こ
の
女
の
声
が
異
邦
人
で
あ
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る
自
分
の
中
に
こ
れ
迂
ど
の
深
い
感
情
を
呼
び
起
こ
し
た
の
は
、
女
の
声
に
、

つ
の
民
族
の
経
験
の
総
和
よ
り
も
大
き
な
、
或
る
も
の
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

ま
た
、

ハ
i
ン
は
、
と
あ
る
夏
の
夕
べ
、

ロ
ン
ド
ン
の
公
園
で
、

一
人
の
少
女

が
発
し
た
「
グ
ッ
ド
・
ナ
イ
ト
」
と
い
う
、
た
っ
た
一
声
の
記
震
を
語
る

3

そ
の

声
は
、
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
を
経
た
今
日
も
彼
の
脳
警
に
住
み
つ
い
て
い
る
と
い

う
c

そ
し
て
、
そ
の
声
を
思
い
出
す
た
び
に
、
「
楽
し
い
気
持
ち
と
苦
し
い
思
い

と
が
ふ
し
ぎ
に
入
り
ま
じ
っ
た
」
締
の
と
き
め
き
を
感
じ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

え
7
り

γい、こ
の
楽
し
さ
と
苦
し
い
患
い
と
は
、
疑
い
も
な
く
わ
た
し
の
も
の
で
は
な

い
。
こ
の
世
に
生
き
て
い
る
わ
た
し
自
身
の
も
の
で
は
な
く
て
、
前
世
の
も

の
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
少
女
の
声
は
、
こ
の
世
の
も
の
で
は
な
い
だ
け
に
、

二
度
問
い
た
だ
け
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ

i
ン
の
心
を
深
く
魅
了
し
た
c

そ
し
て
、

ま
っ
た
く
同
じ
性
賞
を
持
っ
た
声
は
こ
の
世
に
二
つ
と
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
が
、
愛
情
か
ら
出
た
言
葉
の
中
に
は
、
全
人
類
に
共
通
す
る
や
さ
し
い
音
色

が
あ
る
と
も
い
う
。

盲
自
の
女
の
歌
が
、
異
邦
人
ハ
!
ン
の
心
に
呼
び
起
こ
し
た
「
深
い
感
情
」
が
、

ロ
ン
ド
ン
の
少
女
の
一
声
が
も
た
ら
し
た
も
の
と
、
同
一
の
意
味
を
も
つ
も
の
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
は
、

ハ
i
ン
の
心
の
中
に
「
忘
れ
ら
れ

た
悲
し
み
の
も
う
ろ
う
と
し
た
蕪
言
の
哀
感
」
、
「
思
い
出
せ
な
い
遠
い
昔
の
お
迂

ろ
げ
な
愛
情
の
箸
動
」
を
、
ハ

i
ン
の
心
の
中
に
よ
み
が
え
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

死
ん
だ
者
が
ぜ
ん
ぜ
ん
滅
び
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
。
死
ん
だ
者
は
、
疲
れ

た
心
臓
と
多
仕
な
頭
脳
の
真
暗
な
部
屋
に
眠
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
ご

く
ま
れ
に
後
ら
の
過
去
を
呼
び
お
こ
す
何
か
の
声
が
こ
だ
ま
す
る
と
き
に
、

は
じ
め
て
呂
を
き
ま
す
の
で
あ
る
。

ハ
i
ン
の
心
の
底
に
は
、
彼
自
身
が
与
り
知
ら
ぬ
過
去
の
世
界
が
眠
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
遠
く
の
時
代
、
す
で
に
こ
の
世
か
ら
姿
を
治
し
て
し
ま
っ
た
死
者

ハ
i
ン
は
、
自
ら
の
耳
を
冨
蕗
と
し
て
過
去
の
世
界
、
す
な

達
の
世
界
で
あ
る
。

わ
ち
能
界
と
の
交
惑
を
し
て
い
る
。

中
世
一
の

『
平
家
物
語
」

や
、
近
世
か
ら
近
代
に
い
た
る
警
女
唄
と
い
っ
た
語
り

物
が
、
多
く
盲
目
の
芸
能
民
に
よ
っ
て
担
わ
れ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実

で
あ
る
。

ハ
i
ン
の
書
い
た
多
く
の
文
章
の
中
で
も
、

ひ
と
き
わ
有
名
な
「
耳
な

し
+
方
一
」

の
主
人
公
が
、
こ
う
し
た
民
の
一
員
で
あ
る
こ
と
は
、

ぃ
、
つ
ま
で
も
な

い
。
ハ

i
ン
の
こ
の
門
づ
け
体
験
記
に
登
場
す
る
女
芸
人
も
警
女
で
あ
っ
た
。
な

お
、
こ
の
叙
述
で
は
、
男
の
子
供
を
連
れ
た
一
人
の
女
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際

の
体
験
で
辻
、
二
人
連
れ
の
警
女
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
彼
が
チ
ェ
ン
パ
レ
ン
に
宛

て
た
書
笥
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
と
い
う

G

こ
れ
に
は
、

意
図
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

- 2 -

ハ
i
ン
の
創
作
上
の

後
ら
は
、
な
ぜ
過
去
を
物
語
り
得
る
の
か
。
そ
こ
に
は
、
欠
知
は
充
足
で
あ
り
、

充
足
は
欠
如
で
あ
る
と
い
う
、
中
世
的
な
文
化
の
両
義
性
に
照
ら
し
て
理
解
す
る

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
富

E
の
者
た
ち
は
、
単
に
異
常
に
耳
が
敏
感
で
あ
る
と

い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
あ
の
世
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
覆

極
的
な
能
力
を
、
天
性
の
資
賞
と
し
て
付
与
さ
れ
て
い
た
む
「
平
家
物
語
」
を
語

る
琵
琶
法
部
た
ち
辻
、
あ
の
世
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
平
家
の
人
々
に
代
わ
っ
て
、

過
去
の
持
弐
の
真
実
や
、
彼
ら
一
人
一
人
の
患
い
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
に

お
け
る
ハ

i
ン
が
、
灯
を
落
と
し
た
暗
い
部
屋
で
、
夜
毎
、
妻
を
聴
き
手
に
、
物

語
を
語
る
と
き
、
彼
が
過
去
の
世
界
と
の
交
感
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
、
疑
い
を

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、

ハ
i
ン
は
、
自
ら
中
世
の
世
界
を
生



き
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
む
後
が
交
感
し
よ
う
と
し
た
あ
の
世
と
こ
の

世
は
、
相
互
に
ど
の
よ
う
な
往
置
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か

3

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中

内。

世
史
家
の
阿
部
謹
也
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
の
宇
宙
観
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

中
世
の
入
聞
は
均
賓
的
な
時
空
観
念
の
な
か
で
生
き
て
い
た
の
で
は
な
く

て
、
二
つ
の
宇
宙
の
中
で
生
き
て
い
ま
し
た
。
わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
自
然

界
の
諸
力
を
人
聞
が
か
ろ
う
じ
て
制
御
し
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
範
囲
内

が
小
宇
宙
、
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で
あ
っ
て
、
そ
の
外
棋
に
は
人
間
が
到
底
制

得
し
え
な
い
様
々
な
霊
と
か
巨
人
、
小
人
、
死
な
ど
の
支
配
す
る
大
宇
宙
マ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
ま
し
た
c

こ
の
再
宇
富
は
排
他
的
な
も
の

で
は
な
く
、
同
じ
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
関
心
円
の
一
つ
の
宇
吉
を
成

し
で
も
い
ま
し
た
。
小
宇
宙
と
は
ス
カ
ン
ジ
ナ
ピ
ア
入
の
意
識
の
中
で
は
ミ

ズ
ガ
ル
ト
、
真
中
に
家
が
あ
る
そ
の
世
界
で
す
。
こ
れ
は
人
間
に
よ
っ
て
開

墾
さ
れ
た
世
界
の
部
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
垣
根
の
外
側
に
は
人
間
の
手
が
加

え
ら
れ
て
い
な
い
混
沌
状
態
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
む
そ
こ
に
は
巨
人
や

小
人
や
悪
麓
な
ど
が
住
む
。

こ
の
事
清
が
、
日
本
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
変
わ
る
こ
と
が
な
い
の
は
、
た
と

え
ば
柳
田
昌
男
の
『
遠
野
物
語
」
が
雄
弁
に
物
語
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
c

も
と
よ

り
そ
れ
は
、
「
柳
田
は
言
葉
の
正
確
な
意
味
合
い
に
お
い
て
、
「
遠
野
物
語
』

者
で
は
な
い
」
と
い
う
留
保
を
条
件
と
し
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
る
が
。

の
作

ハ
i
ン
が
交
感
し
た
過
去
の
世
界
と
は
、
死
者
の
世
界
で
あ
号
、
彼
は
そ
の
耳

を
田
路
と
し
て
、
か
の
地
へ
の
参
入
を
果
た
す
。
そ
こ
に
か
も
し
出
さ
れ
る
「
愛

ハ
i
ン
の
死
の
世
界
に
対
す
る
、
強
く
濃
密
な
親
近
惑
の
表

情
の
第
四
動
」
と
は
、

現
と
い
っ
て
よ
い
ハ
)
し
か
も
、
そ
の
死
の
世
界
は
、
普
段
か
ら
彼
自
身
の
内
部
に

限
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
過
去
の
世
界
な
く
し
て
は
、

で
は
あ
り
得
な
い
c

ハ
i
ン
は
、
彼
自
身

ハ
i
ン
は
、
死
者
の
世
界
と
の
つ
な
が
り
を
確
認

つ
ま
り
、

す
る
こ
と
に
お
い
て
、

辻
じ
め
て
自
身
の
全
体
性
を
回
複
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

彼
は
ま
に
ゆ
え
に
後
で
あ
る
こ
と
が
可
能
か
c

生
き
で
あ
る
こ
と
の
不
安
を
解
消

す
る
た
め
の
、
も
っ
と
も
有
効
で
、
し
か
も
唯
一
の
方
法
は
、
彼
昌
身
が
遠
い
過

去
と
、
死
者
た
ち
の
世
界
と
、
と
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感

す
る
こ
と
で
あ
る

D

こ
と
ば
を
換
れ
ば
、
そ
れ
は
強
固
な
竪
史
音

な
ら
な
い
。
歴
史
と
は
、
愛
で
あ
り
、
愛
を
失
っ
た
と
こ
ろ
に
、
歴
史
は
存
在
し

な
い
し
、
歴
史
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
愛
は
存
在
し
な
い
。
日
々
失
明
の
恐
怖
に
さ

い
な
ま
れ
な
が
ら
、
ハ

l
ン
が
そ
の
耳
を

E
蕗
と
し
て
、
世
界
と
の
つ
な
が
り
を

求
め
た
こ
と
辻
、
想
像
に
難
く
な
い

G

そ
し
て
、
そ
の
鋭
敏
な
耳
は
、
こ
の
世
を

突
き
抜
け
て
、
あ
の
世
と
の
交
惑
を
も
果
た
し
た
の
で
あ
る
。
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死
者
と
と
も
に

ア
ナ
i
ル
派
の
歴
史
学
者
ア
リ
エ
ス
は
、
中
世
人
と
近
代
人
の
、

死
に
対
す
る
意
度
の
違
い
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

変
化
に
支
配
さ
れ
て
い
る
世
界
に
お
い
て
は
、
死
を
需
に
し
て
の
伝
統
的
な

態
度
は
清
性
と
継
続
の
塊
の
よ
う
に
み
え
ま
す
c

死
を
な
じ
み
深
く
、
身
近

で
、
和
や
か
で
、
大
し
て
重
要
で
な
い
も
の
と
す
る
昔
の
態
変
は
、
死
が
ひ

ど
く
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
そ
の
名
を
あ
え
て
口
に
す
る
こ
と
も
さ
し
び
か
え

フ
ラ
ン
ス
、

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
態
度
と
は
、
あ
ま
り
に
も
反
対
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
私
は
こ
こ
で
、
こ
の
な
じ
み
深
い
死
を
飼
い
な
ら
さ
れ
た
死

と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
の
で
す
む
死
が
そ
れ
以
前
に
野
生
の
も
の
で
あ
っ



た
、
そ
し
て
そ
う
で
は
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
い
た
い
の

で
は
あ
h

り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
死
は
今
日
野
生
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
、
と
い
い
た
い
の
で
す
。

中
世
の
人
々
に
と
っ
て
、
な
ぜ
死
は
「
大
し
て
重
要
で
な
い
」
こ
と
な
の
か
。

そ
れ
は
、
生
と
死
が
連
続
隷
上
に
あ
る
と
惑
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
死
が
身

近
な
よ
う
に
、
死
者
も
、
隣
人
の
ご
と
く
彼
ら
の
近
く
に
い
る
c

死
者
も
ま
た
、

彼
ら
と
同
じ
空
間
に
お
い
て
、
と
も
に
語
り
交
わ
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
ら
れ

た
。
そ
れ
は
、
物
理
的
な
時
間
の
距
離
な
ど
、
一
挙
に
無
化
し
て
し
ま
う

G

た
と

え
、
は
る
か
時
空
を
へ
だ
て
た
古
代
人
で
あ
ろ
う
と
も
、
彼
ら
は
同
時
代
人
に
向

き
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
h

り
か
け
る
。

法
顕
三
蔑
の
、
天
佐
一
に
渡
り
て
、
故
那
の
扇
を
見
て
は
悲
し
ぴ
、
病
に
臥
し

て
は
漢
の
食
を
願
ひ
給
ひ
け
る
事
を
開
き
て
、
「
さ
ば
か
り
の
人
の
、
む
げ

に
こ
そ
、
心
弱
き
け
し
き
を
人
の
菌
に
て
見
え
給
ひ
け
れ
」
と
入
の
言
ひ
し

に
、
弘
融
僧
都
、
「
穫
に
情
あ
り
け
る
三
蔵
か
な
」
と
言
ひ
た
り
し
こ
そ
、

法
師
の
よ
う
に
も
あ
ら
ず
、
心
に
く
く
覚
え
し
か
。

円。

右
は
、
『
詑
黙
草
』
八
十
四
設
の
全
文
で
あ
る
c

法
顕
三
議
は
、
四
苦
紀
か
ら

五
世
紀
に
か
け
て
生
存
し
た
東
晋
の
高
僧
で
あ
る
。
話
の
内
容
は
、
天
佐
一
に
渡
っ

た
三
蔵
が
、
故
郷
恋
し
さ
の
あ
ま
り
、
故
郷
の
扇
を
見
て
は
悲
し
み
、
菊
を
得
て

は
漢
の
食
事
を
頼
っ
た
と
い
う
故
事
に
つ
い
て
、
兼
好
田
周
辺
の
人
々
が
論
評
し
合

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
c

一
座
の
あ
る
人
物
が
、
三
蔵
の
言
動
を
天
佳
一
渡
り
の

高
槽
に
も
あ
る
ま
じ
き
「
む
げ
に
こ
そ
、
心
弱
き
」
態
度
だ
と
非
難
し
た
の
に
対

し
、
兼
好
の
友
人
弘
融
信
都
は
、
反
対
に
、
「
優
に
清
あ
り
け
る
三
議
か
な
」
と
、

こ
れ
を
称
賛
し
た
と
い
う

G

弘
融
辻
、
人
間
ら
し
い
心
清
を
隠
さ
ず
に
吐
露
し
た

三
裁
に
共
惑
を
示
し
、
そ
の
場
に
岩
合
わ
せ
た
兼
好
辻
、
そ
の
弘
融
に
ま
た
共
感

を
示
し
て
い
る
c

『
徒
然
草
』
の
叙
述
か
ら
は
、
兼
好
の
周
辺
に
お
い
て
辻
、
故
事
を
テ

i
マ
と

す
る
言
談
の
場
が
し
ば
し
ば
設
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
そ
の
言
談

の
場
を
形
成
し
た
復
ら
に
と
っ
て
、
故
事
は
、
け
っ
し
て
現
在
と
障
絶
し
た
異
賓

な
空
調
で
の
出
来
事
で
は
な
い
。
彼
ら
辻
、
実
際
に
は
一
千
年
近
く
も
昔
の
、
し

か
も
異
屈
の
人
で
忘
る
法
顕
三
蔵
が
、
あ
た
か
も
昨
日
ま
で
、
そ
こ
に
い
た
人
物

で
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
、
語
り
合
っ
て
い
る
。
復
ち
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
に

つ
ね
に
過
去
と
現
在
が
交
感
し
合
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
詰
死
者
と
と

も
に
生
き
て
い
る
。

後
語
大
寺
大
差
の
寝
殿
に
、
意
居
さ
せ
じ
と
て
縄
を
は
ら
れ
た
り

J

け
る
を
、

直
行
が
見
て
、
「
鳶
の
居
た
ら
ん
は
、
有
か
は
苦
し
か
る
べ
き

G

こ
の
裁
の

御
心
、
さ
ば
か
り
に
こ
そ
」
と
て
、
そ
の
の
ち
は
、
参
ら
ざ
り
け
る
と
開
き

侍
る
に
、
譲
小
路
宮
の
お
ば
し
ま
す
小
坂
殻
の
棟
に
、
い
つ
ぞ
や
縄
を
ひ
か

れ
た
り
し
か
ば
、
か
の
例
思
ひ
出
で
ら
れ
侍
り
し
に
、
ま
こ
と
や
、
「
烏
の

群
れ
居
て
池
の
蛙
を
と
り
け
れ
ば
、
街
覧
じ
か
な
し
ま
せ
給
ひ
て
な
ん
」
と

人
の
か
た
り
し
こ
そ
、
さ
て
辻
い
み
じ
く
こ
そ
と
覚
え
し
か
。
徳
大
寺
に
も

-4-

い
か
な
る
故
か
侍
り
け
ん
。

こ
れ
は
、
同
じ
く
「
徒
然
草
」
十
段
の
叙
述
で
あ
る
。
後
窓
大
寺
の
大
臣
が
、

寝
殻
に
鳶
を
い
さ
せ
ま
い
と
し
て
縄
を
張
っ
た
の
を
見
た
茜
行
が
、
「
こ
の
殿
の

御
心
、
さ
ば
か
り
に
こ
そ
」
と
、
そ
の
狭
量
さ
に
失
望
し
て
、
以
後
こ
の
大
臣
の

も
と
を
訪
れ
な
か
っ
た
と
い
う
故
事
を
引
き
つ
つ
、
兼
好
辻
、
最
近
の
実
見
談
と

し
て
、
殺
小
路
宮
が
小
坂
殿
の
棟
に
縄
を
張
っ
た
と
い
う
事
実
を
記
す
。
兼
好
辻
、

最
初
、
後
語
大
寺
の
大
臣
の
故
事
に
な
ぞ
ら
え
て
こ
の
出
来
事
を
践
め
て
い
た

が
、
実
は
烏
が
蛙
を
と
る
の
を
悲
し
ん
で
設
小
路
宮
辻
池
に
縄
を
張
っ
た
の
だ
と



そ
の
や
さ
し
い
心
情
に
共
感
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
ひ
る
が
え

っ
て
、
後
穂
大
寺
の
大
臣
の
行
為
も
、
あ
る
い
辻
こ
の
よ
う
な
心
情
に
発
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
想
像
し
て
み
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

聞
い
て
、

こ
こ
か
ら
は
、
過
去
に
よ
っ
て
現
在
を
照
ら
し
、
ま
た
現
在
を
も
っ
て
過
去
を

推
し
量
る
と
い
う
、
精
神
の
営
み
が
明
瞭
に
見
て
と
れ
る
c

ち
な
み
に
、
兼
好
か

ら
み
て
、
設
徳
大
寺
の
大
臣
の
時
代
は
、
吉
年
以
上
さ
か
の
ぼ
る
c

過
去
辻
現
在

へ
と
自
在
に
浸
透
し
、
現
在
は
過
去
へ
と
す
べ
り
こ
む
。
彼
ら
は
、
死
者
を
つ
い

昨
日
ま
で
そ
こ
に
い
た
人
の
よ
う
に
遇
し
、
死
者
も
ま
た
彼
ら
に
や
さ
し
く
語
り

か
け
る
。
こ
の
よ
う
な
構
神
の
往
復
作
現
は
、
過
去
と
現
在
を
同
賓
の
も
の
と
惑

じ
る
世
界
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
近

代
以
降
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
死
者
の
世
界
は
、
は
る
か
に
遠
い
む
わ
れ
わ
れ
が
、

吉
典
時
代
に
生
き
た
自
本
人
を
昨
日
ま
で
の
隣
人
の
ご
と
く
親
し
く
惑
じ
る
こ
と

は
な
い
し
、
彼
ら
が
語
り
か
け
て
く
る
こ
と
も
な
い
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
、
わ

れ
わ
れ
の
側
の
問
題
で
あ
る
の
だ
が
む

し
づ
か
に
思
へ
ば
、
よ
ろ
づ
に
す
ぎ
に
し
か
た
の
恋
し
さ
の
み
ぞ
せ
ん
か
た

な
き
。
人
し
づ
ま
り
て
後
、
長
き
夜
の
す
さ
び
に
、
な
に
と
な
き
具
足
と
り

し
た
、
め
、
残
し
置
か
じ
と
患
ふ
反
古
な
ど
破
与
す
つ
る
中
に
、

L

し
き
人
の

手
習
ひ
、
絵
か
き
す
さ
び
た
る
こ
そ
、
た
だ
そ
の
折
の
こ
こ
ち
す
れ

2

こ
の

ご
ろ
あ
る
人
の
文
だ
に
、
久
し
く
な
り
て
、

い
か
な
る
折
、

い
つ
の
年
な
り

け
ん
と
思
ふ
は
、
あ
は
れ
な
る
ぞ
か
し
c

手
な
れ
し
呂
一
ハ
是
な
ど
も
、
心
も
な

く
て
変
ら
ず
久
し
き
、
い
と
悲
し
(
二
十
九
段
)
ヮ

「
よ
ろ
づ
に
す
ぎ
に
し
か
た
の
恋
し
さ
の
み
ぞ
せ
ん
か
た
な
き
」
と
い
う
表
現

は
、
け
っ
し
て
兼
好
の
独
創
に
か
か
わ
る
も
の
で
辻
な
い
c

類
似
の
表
現
辻
、
平

安
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
丈
学
作
品
の
中
で
、
繰
り
返
し
霊
場
し
て
く
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
彼
ら
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
な
が

ら
日
常
を
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
証
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
、
日
常
の
中
で
つ

ね
に
過
去
と
向
き
合
っ
て
い
る

D

そ
し
て
、
過
去
の
手
ざ
わ
り
の
中
に
、
自
ら
を

惑
じ
発
見
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

自
身
は
過
去
の
中
に
こ
そ
あ
る
c

わ
た
し
は
、

わ
た
し
の
過
去
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
わ
た
し
と
触
れ
合
っ
た
、
亡
き
人
は
、

い
ま
も
そ
の
遺
品
の
中
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
に
手
を
触
れ
る
た
び
に
、

わ
た
し

は
、
も
の
悲
し
く
も
や
さ
し
い
惑
博
に
包
ま
れ
る
の
で
あ
る

3

そ
れ
は
、
わ
た
し

が
こ
の
世
界
と
つ
な
が
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
で
あ
り
、
わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ

る
こ
と
の
証
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
ひ
た
す
ら
過
去
を
捨
て
、
未
来
の
み

を
見
つ
め
よ
う
と
し
て
き
た
近
代
以
降
の

E
本
人
の
あ
り
方
と
対
極
を
な
す
も
の

で
あ
ろ
う
。

何
事
も
、
古
き
世
の
み
ぞ
し
た
は
し
き
c

今
隷
は
、
む
げ
に
い
や
し
く
こ
そ

な
り
ゆ
く
め
れ
c

か
の
木
の
道
の
匠
の
造
れ
る
、
う
つ
く
し
き
器
物
も
、
古

- 5ー

代
の
姿
こ
そ
を
か
し
と
見
ゆ
れ

(
二
十
二
段
)
。

こ
れ
と
同
様
の
モ
チ
ー
フ
は
、
「
徒
扶
…
草
』
の
中
で
繰
り
返
し
登
場
し
て
く
る

が
、
こ
れ
と
て
も
兼
好
が
と
り
た
て
て
反
時
代
的
な
意
識
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
中
聖
人
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
よ
う
な
時

代
認
識
の
中
で
生
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
c

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
ら
の
過
去
に

対
す
る
規
範
意
識
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
た
。
過
去
こ
そ
が
、
彼
ら
を
生
み
出
し
た

源
泉
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
過
去
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

5

な
ぜ
な

ら
ば
、
過
去
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
彼
ら
自
身
も
存
在
し
得
な
い
の
だ
か
ら
む
過

去
は
現
在
を
、
つ
つ
し
出
す
鏡
で
あ
り
、
現
在
の
音

る。

あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
中
世
人
の
言
葉
づ
か
い
で
い
え
ば
、
そ
れ



ぞ
れ
の
「
徳
性
」
、
す
な
わ
ち
、
事
物
に
内
在
す
る
教
説
、
信
理
内
容
が
、

も
っ
と
も
本
賞
的
な
も
の
と
し
て
、
さ
が
し
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
車

実
を
関
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
事
例
は
、
す
べ
て
そ
の
隷
に
そ
っ
て
結
晶
化
さ
れ
、

た
と
え
ば
な
し
、
た
め
に
な
る
手
本
、

い
わ
ば
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
コ
ピ

i
の

か
た
ち
で
紹
介
さ
れ
た
。
発
言
は
、
す
べ
て
、
言
明
、
命
題
の
か
た
ち
を
と

っ
た
。
人
生
の
ど
の
よ
う
な
出
来
事
に
対
し
て
も
聖
書
、
歴
史
、
な
い
し
文

学
に
示
さ
れ
た
事
例
と
典
型
と
い
う
鏡
が
、
即
産
に
、
ま
え
に
、
立
て
ら
れ

る
。
鏡
に
咲
さ
れ
る
も
の
と
、
鏡
の
反
映
と
、
そ
の
簡
の
関
連
の
あ
り
ょ
う

は
、
ま
さ
し
く
、
新
約
聖
書
と
田
約
聖
書
と
の
あ
い
だ
の
聖
な
る
象
畿
の
関

連
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
c

右
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
生
ん
だ
中
世
文
化
史
家
、

ホ
イ
ン

シ

ガ
の

中
世
σ〉
秋(7)

の
一
節
で
あ
る
。
吉
本
の
中
世
に
あ
っ
て
、
す
べ
て
が
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
わ
け

で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
が
、
基
本
的
な
あ
り
方
に
は
、
共
通
点
が
み
ら
れ
る
む
た
と

え
ば
、
中
世
の
代
表
的
な
文
学
作
品
で
あ
る
「
平
家
物
語
』
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
源
平
の
合
戦
に
取
材
し
た
霊
史
の
物
語
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
次
々
と
生
起

す
る
事
件
の
意
味
を
晃
定
め
る
た
め
に
、
一
貫
し
て
そ
れ
に
比
定
さ
る
べ
き
故
事

を
引
用
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
「
史
記
」
等
に
記
さ
れ

る
中
国
の
壁
史
で
あ
っ
た
り
、
説
話
で
あ
っ
た
り
、
百
本
の
古
代
の
そ
れ
で
あ
っ

た
均
等
々
、
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
本
説
に
基
づ
い
て
い
る
。
作
者
辻
、
こ
う
し
た

故
事
を
紹
介
し
つ
つ
、
一
々
そ
れ
に
照
ら
し
て
、
現
実
の
事
象
の
意
味
と
そ
の
帰

結
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
故
事
は
、
世
界
の
源
泉
へ
と
求
心
的
に
連
な
り
、
そ

れ
ゆ
え
に
ま
た
現
実
の
事
象
の
範
聖
た
り
得
る
の
で
あ
る
。

「
平
家
物
語
」
件
以
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
こ
と
で
も
知
ら
れ
る

が
、
そ
の
古
態
本
の
一
つ
、
延
慶
本
『
平
家
物
語
」
は
、
こ
う
し
た
壁
史
物
語
と

し
て
の
構
造
を
も
っ
と
も
徹
産
し
て
具
憶
し
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

5

た
と
え
ば
、

木
曾
義
仲
の
滅
び
を
撞
く
文
振
の
中
で
、

昔
沼
周
の
武
玉
、
設
討
王
を
訴
む
と
し
け
る
に
、
冬
天
に
霜
塞
へ
て
雪
降
る
こ

と
高
さ
二
十
丈
余
り
な
り
。
五
罵
二
車
に
乗
れ
る
入
、
門
外
に
来
た
り
て
、

「
王
を
助
け
て
討
を
諒
つ
べ
し
」
と
云
て
去
る
。
ま
た
深
雪
に
車
馬
の
跡
な

し
む
是
財
ち
海
神
の
天
の
使
と
し
て
来
る
な
る
べ
し
。
然
る
後
、
討
を
諒
つ

事
を
得
た
り
。
漢
の
高
桓
は
、
韓
信
が
軍
が
固
ま
れ
て
危
ふ
か
り
け
る
に
、

天
、
援
に
霧
降
り
て
、
関
を
な
し
て
、
高
桓
遺
る
る
事
を
得
た
り
む
木
曾
、

人
檎
の
た
め
に
讐
あ
り
、
仏
神
に
樺
り
を
な
さ
ず
。
何
に
よ
っ
て
か
天
助
に

も
与
り
人
の
憐
れ
み
も
あ
る
べ
き
な
ら
ね
ば
、
法
皇
の
錦
墳
、
ワ
も
い
よ
い
よ

深
く
、
知
豪
も
自
に
捷
ひ
て
、
「
急
ぎ
追
討
せ
ら
る
べ
し
」
と
の
み
申
し
行

ひ
け
り
(
第
四
「
本
曾
法
住
寺
へ
押
し
寄
せ
る
事
」
)

G
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と
い
う
よ
う
な
叙
述
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
屈
の
武
王
、
漢
の
高
祖
が
、
そ

れ
ぞ
れ
危
機
に
陥
っ
た
と
き
、
天
道
の
加
護
を
受
け
て
危
地
を
脱
す
る
こ
と
を
得

た
と
い
う
故
事
を
引
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
反
し
て
、
木
曾
義
仲
は
、
人

論
、
仏
神
に
背
い
た
が
吟
え
に
、
天
の
援
助
を
受
け
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
c

す
な
わ
ち
、
義
仲
辻
、
武
玉
、
高
橿
と
い
っ
た
、
歴
史
上
規
範
と
な
る
人
物
の
あ

り
方
を
踏
襲
し
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
天
の
加
護
を
受
け
ら
れ
ず
、
そ
の
滅
び
が

約
束
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
は
、
木
曾
義
仲
の
滅
び
を
描

く
丈
援
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
故
事
が
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

故
事
は
、
歴
史
上
の
規
範
を
示
す
と
同
時
に
、
そ
れ
に
従
わ
ぬ
も
の
の
破
滅
を
約

束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ま
一
つ
同
様
の
関
を
み
て
み
よ
う
。
秦
を
滅
ぼ
し
た
漢
の
浦
公
は
、
項
羽
に

先
ん
じ
て
、
秦
の
都
、
成
揚
宮
に
入
っ
た
が
、
後
か
ら
項
羽
が
来
る
こ
と
を
恐
れ



て
、
い
っ
さ
い
の
暴
室
を
動
か
ず
、
都
人
の
信
頼
を
得
て
、
つ
い
に
項
羽
を
誠
り
、

天
下
を
取
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
う
故
事
を
引
き
な
が
ら
、

義
仲
も
先
ず
都
へ
入
る
と
云
へ
ど
も
、
其
れ
を
値
目
み
て
、
頼
朝
が
下
知
を
待

ち
ま
し
か
ば
、
浦
八
ム
が
謀
に
は
劣
ら
ざ
ら
ま
し
物
を
と
哀
れ
な
り
ノ
(
五
本
「
義

件
等
、
頚
渡
る
事
」
)

5

と
、
結
論
し
て
い
る
。
浦
公
が
示
し
た
一
控
史
上
の
規
範
に
従
わ
ず
、
天
命
に
背
い

た
が
ゆ
え
に
、
義
仲
は
滅
び
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

物
語
の
作
者
は
、
こ
の
よ
う
に
、
故
事
の
中
に
、
歴
史
の
基
本
的
な
道
理
を
見
、

そ
、
れ
を
物
差
し
と
し
て
、
源
平
の
争
乱
を
措
い
て
い
る
と
い
え
る
。

は
る
か
か
な
た
昔
の
異
国
で
の
出
来
事
が
、
現
実
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
を
照
ら

し
出
す
鏡
と
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
c

こ
こ
に
中
世
人
の
時
間
認
識
の
特
質
の
典

型
を
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
故
事
に
登
場
す
る
辻
る
か
昔
の
人
物
が
、
い

ま
そ
こ
に
生
き
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
ら
そ
れ
は
、
過
去
と
現
在
が
、

相
互
に
浸
透
し
合
う
濃
密
な
時
間
意
識
の
中
で
可
能
と
な
る
の
で
あ
ろ
う

G

失
わ
れ
た
過
去

過
去
と
現
在
が
濃
密
に
結
び
合
う
中
世
的
時
閣
を
近
代
以
降
の
日
本
人
は

次
第
に
失
う
に
至
っ
た
c

と
い
う
よ
り
も
、
穫
極
的
に
失
お
う
と
し
て
き
た
と
い

う
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
わ
た
し
が
わ
た
し
で
あ
る
理
由
辻
、

わ
た
し
の
過

去
の
中
に
し
か
な
い
の
と
同
じ
く
、

日
本
入
が
日
本
人
で
あ
る
理
由
は
、
そ
の
過

去
に
求
め
る
し
か
な
い
と
い
う
の
に
で
あ
る
む
過
去
を
忘
れ
た
日
本
人
と
い
う
テ

i
マ
は
、
明
治
以
珪
の
日
本
の
近
代
化
の
過
程
と
密
接
な
関
孫
に
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
近
代
以
降
の
日
本
人
は
、
つ
ね
に
過
去
を
切
り
捨
て
て
、
未
来

の
み
を
見
つ
め
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
か
に
し
て
、

合
理
的
で
、
効
率
の
い
い
西
致
的
社
会
を
実
現
す
る
か
、
明
治
以
誇
の
日
本
の
最

大
の
テ

i
マ
は
、
こ
の
点
に
あ
っ
た
む
し
か
し
、
こ
の
課
題
が
実
現
さ
れ
て
き
た

の
と
は
裏
援
に
、
今
日
、
百
本
社
会
は
、
精
神
面
に
お
い
て
、
重
要
な
局
面
に
立

た
さ
れ
て
い
る
c

そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
、

日
本
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
す
な

わ
ち
過
去
の
問
題
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
最
近
、
取
沙
汰
さ

れ
た
「
透
明
な
存
在
」
と
し
て
の
自
己
と
は
、
実
隼
と
し
て
の
自
己
を
実
感
で
き

な
い
者
の
意
味
で
あ
ろ
う
む
濃
密
な
過
去
と
つ
な
が
っ
て
い
な
い
悟
入
は
、
そ
れ

自
体
、
少
な
く
と
も
意
識
下
に
お
い
て
は
、
非
竪
史
的
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
は
、
特
殊
な
信
人
の
問
題
で
は
な
い

9

こ
う
し
た
状
況
辻
、
現
代
の
日
本
社

会
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
宮
部

長
U

み
ゆ
き
の
最
近
作
は
、
こ
う
し
た
文
採
の
中
で
読
み
得
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
。

人
を
人
と
し
て
存
在
さ
せ
て
い
る
の
は
「
過
去
」
な
の
だ
と
、
康
隆
は
気
づ

一一 i 一一

い
た
c

こ
の
「
過
去
」
は
経
歴
や
生
活
暦
な
ん
て
表
層
的
な
も
の
じ
ゃ
な
い
む

「
血
」
の
流
れ
だ
。
あ
な
た
辻
ど
こ
で
生
ま
れ
誰
育
て
ら
れ
た
の
か
。
誰
と

一
諸
に
育
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
過
去
で
あ
り
、
そ
れ
が
人
間
を
二
次
元
か
ら

三
次
元
の
存
在
に
す
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
「
存
在
」
す
る
の
だ
。
そ
れ
を

切
り
捨
て
た
人
間
は
、

河
川
と
ん
ど
影
と
同
こ
な
の
だ
む
本
体
は
切
り
捨
て
ら

れ
た
も
の
と
一
鰭
に
ど
こ
か
へ
清
え
去
っ
て
し
ま
う
。

バ
ブ
ル
崩
壊
に
よ
る
マ
イ
ホ
ー
ム
計
画
の
破
誌
が
、
結
果
的
に
殺
人
事
件
を
誘

発
し
て
し
ま
う
と
い
う
、
今
日
的
事
象
を
主
要
な
モ
チ

i
フ
と
す
る
こ
の
作
品
の

中
で
、
作
者
は
、
高
校
生
の
宝
井
康
隆
に
こ
の
よ
う
に
語
ら
せ
て
い
る
c

宮
部
の

作
品
に
は
、
し
ば
し
ば
自
ら
の
過
去
を
切
り
捨
て
た
「
影
」
の
よ
う
な
人
物
が
登

場
す
る
c

し
か
し
、
彼
ら
は
自
ら
望
ん
で
通
去
を
切
り
捨
て
た
と
い
う
よ
り
、
さ



ま
ざ
ま
な
内
的
外
的
要
因
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
や
ち
れ
た
場
合
が

多
い
c

病
め
る
現
代
社
会
が
、
信
人
の
内
部
に
病
巣
を
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
。

『
理
由
』
に
お
け
る
影
の
よ
う
な
人
物
の
代
表
は
、
殺
人
者
八
代
祐
司
で
あ
る
。

彼
は
二
十
議
過
ぎ
た
ば
か
り
の
若
者
で
あ
る
。
祐
司
は
、
康
隆
の
姉
で
、
十
七
歳

の
竣
子
を
妊
娠
さ
せ
て
し
ま
う
。
綾
子
の
両
親
は
、
事
態
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
、

祐
司
と
綾
子
の
結
婚
を
望
む

G

し
か
し
、
綾
子
の
家
を
訪
れ
た
祐
司
は
、
結
婚
の

意
志
が
な
い
こ
と
を
家
旗
に
告
げ
る

5

そ
の
理
邑
は
、
自
分
は
誰
と
も
結
婚
す
る

意
志
が
な
い
、
そ
れ
が
彼
の
人
生
の
方
針
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
c

祐
弓

の
心
の
中
に
辻
、
也
者
が
住
む
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
よ
う
に
み
ち
れ
る
。
そ
し

て
、
こ
の
時
の
祐
司
の
印
象
は
、
康
隆
の
呂
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

援
の
顔
は
つ
る
り
と
整
っ
て
い
て
、
男
に
し
て
は
珍
し
い
ほ
ど
肌
理
の
細
か

い
き
れ
い
な
額
や
頬
に
、
内
心
の
感
清
i

後
悔
や
後
ろ
め
た
き
ゃ
怒
り
や
悲

し
み
ゃ
衝
撃
が
、
し
わ
の
一
本
を
刻
む
こ
と
も
な
か
っ
た
。

S
F
フ
ァ
ン
の

康
隆
は
、
そ
ん
な
八
代
祐
司
の
姿
に
、
ふ
と
「
レ
プ
リ
カ
ン
ト
」
を
想
像
し

た
も
の
だ
っ
た
。
人
造
人
間
向
。
人
間
そ
っ
く
り
に
造
り
毒
げ
ら
れ
た
人
需
の

ま
が
い
も
の
c

無
論
彼
ら
に
生
殖
能
力
は
な
い
。
ー

清
性
の
欠
知
し
た
若
者
懇
の
典
型
が
こ
こ
に
あ
る
c

彼
ら
が
地
者
の
霜
み
を
感

じ
る
こ
と
は
な
い
。
彼
ら
が
、
そ
の
肉
体
に
お
い
て
自
ら
を
生
き
て
い
な
い
、

し五

わ
ば
抽
象
的
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
祐
司
を
綾
子
だ
け
は
、
「
あ
の
人
は
家
庭
の
温
か
み
を
知
ら
な
い
可
哀
想

な
人
だ
」
と
か
ば
う
c

祐
司
も
ま
た
、
自
ら
の
過
去
を
捨
て
た
人
間
で
あ
っ
た
。

そ
の
生
い
立
ち
は
、
綾
子
の
口
を
通
し
て
、
語
ら
れ
る
。
指
司
は
、
埼
玉
沼
市
の
地

方
都
市
で
生
ま
れ
育
っ
た
c
母
親
は
次
々
と
男
を
替
え
て
子
供
を
産
み
落
と
す
「
淫

乱
」
で
あ
り
、
父
親
は
、
祐
司
を
段
乃
つ
け
て
ば
か
り
い
た
c

家
族
に
侍
の
愛
着

も
持
て
な
い
彼
は
、
中
学
卒
業
と
同
時
に
家
を
出
、
名
誌
も
変
え
た
。
八
代
祐
司

と
い
う
の
は
、
出
奔
後
の
役
の
名
前
で
あ
る

G

祐
司
は
上
京
後
、
こ
れ
ま
た
過
去

を
捨
て
た
中
年
の
男
女
と
老
婆
と
で
擬
似
家
族
を
形
成
す
る
。
そ
の
四
人
は
、
本

来
ま
っ
た
く
無
関
係
な
他
人
間
主
で
あ
り
、
偶
然
家
族
の
よ
う
に
一
ヵ
所
に
住
む

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
祐
司
が
彼
ら
に
人
間
的
な
親
愛
の
情
を
持
つ
こ
と
は
な

か
っ
た
っ
彼
ら
は
、
不
動
産
競
売
に
つ
け
こ
む
占
有
屋
の
手
先
と
し
て
、
競
売
物

件
の
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
む
こ
と
に
な
る
が
、
結
馬
祐
司
は
、
金
銭
的
欲
望
に
駆
ら

れ
て
、
擬
松
家
族
の
メ
ン
バ
ー
を
殺
害
し
、
告
身
も
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
る

G

自
由
を
求
め
て
過
去
を
捨
て
て
も
、
そ
れ
で
幸
福
に
な
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

過
去
を
捨
て
、
名
前
を
捨
て
た
と
た
ん
に
、
復
は
自
分
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

後
の
そ
の
後
は
、
都
会
の
片
隅
に
放
り
出
さ
れ
た
棄
民
と
し
て
、
影
の
よ
う
に
生

き
て
い
く
し
か
方
法
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
問
題
な
の
は
、
彼
自
身
が

-8-

も
っ
と
も
よ
く
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

あ
っ
さ
り
と
退
去
を
捨
て
て
し
ま
っ
た
日
本
社
会
に
、
強
い
危
慎
を
抱
い
た
人

物
が
過
去
に
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い

G

民
都
学
者
の
宮
本
常
一
も
そ
の
一
人

Q
U
 

で
あ
ろ
う
。
彼
辻
、
そ
の
自
叙
伝
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
c

立
は
長
い
間
歩
き
つ
づ
け
て
き
た
。
そ
し
て
多
く
の
人
に
会
い
、
多
く
の
も

の
を
見
て
き
た
。
(
略
)
そ
の
長
い
道
程
の
中
で
考
え
つ
づ
け
た
一
つ
は
、

い
っ
た
い
進
歩
と
い
う
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
べ

て
が
進
歩
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
(
略
)
進
歩
に
対
す
る
迷
信
が
、
退

歩
し
つ
つ
あ
る
も
の
を
も
進
歩
と
誤
解
し
、
時
に
は
そ
れ
が
人
間
だ
け
で
は

な
く
生
き
と
し
生
け
る
も
の
を
絶
滅
に
さ
え
向
か
わ
し
め
つ
つ
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
る
。
(
略
)
進
歩
の
か
げ
に
退
歩
し
つ
つ
あ
る
も



の
を
見
定
め
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
、
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
、
最
も
重
要
な

課
題
で
は
な
い
か
と
患
う
c

こ
こ
に
は
、
進
歩
を
標
誇
す
る
日
本
の
近
代
に
対
す
る
強
い
反
措
定
が
う
か
が

わ
れ
る
。
宮
本
が
、
名
著
『
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
』
で
描
こ
う
と
し
た
の
は
、
忘

れ
て
は
な
ら
な
い

E
本
人
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
作
家
の
五
木
寛
之
は
、
近
著
『
大
汗
の
一
滴
」

の
な
か
で
、
こ
れ
に
関

達
す
る
指
橋
を
し
て
い
る
む
あ
る
意
味
で
、
こ
の
よ
う
な
暗
い
内
容
の
書
物
が
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
上
位
を
続
け
て
い
る
状
況
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
人
の
お
か
れ
て

い
る
靖
神
的
状
況
の
深
刻
仰
さ
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
っ
五
木
に
よ
れ
ば
、
戦

後
の
日
本
社
会
の
歴
史
辻
、
一
一
白
人
間
ら
し
い
惑
清
を
積
題
的
に
捨
て
て
き
た
歴

史
で
あ
る
と
い
う
。
但
弊
な
惑
情
の
世
界
に
と
ら
わ
れ
て
い
て
は
、
経
済
的
に
豊

か
な
市
民
社
会
の
実
現
な
ど
の
ぞ
む
べ
く
も
な
い
。
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
、

ひ
た
す
ら
湿
っ
た
人
間
関
係
を
捨
て
て
、
合
理
的
か
つ
効
率
的
を
求
め
て
き
た
の

が
、
日
本
の
戦
後
社
会
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、

日
本
人
の
お
か

れ
た
精
神
状
況
は
、
干
か
ら
び
て
、
実
嘘
の
ご
と
く
な
っ
た
と
い
う
。

こ
う
し
た
冨
難
な
問
題
に
立
ち
向
か
う
に
は
、

ひ
と
ま
ず
、
忘
れ
て
し
ま
っ
た

過
去
と
、

日
本
人
が
い
ま
一
変
向
き
合
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(1 )注

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ

i
ン
「
門
つ
け
」
(
翻
訳
は
、
田
代
三
千
稔
訳
、
角
川
丈
庫
『
吉

本
の
冨
影
」
に
よ
る
)
。

西
成
彦
「
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ

i
ン
の
耳
」
(
山
石
波
書
庖
)
参
照
。

阿
部
謹
塩
「
ヨ

i
ロ
ッ
パ
中
世
の
宇
宙
観
」
(
講
談
社
学
術
文
庫
)

赤
坂
憲
雄
「
遠
野
/
物
語
考
」
(
ち
く
ま
学
衛
文
産
)

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
「
死
者
の
霊
史
」
(
み
す
ず
書
房
)

(5) (4) (3) (2) 

(6) 

「
徒
扶
…
草
」
の
引
用
辻
、
三
木
記
入
「
徒
黙
草
全
訳
注
」
(
講
談
社
学
術
文
産
)
に

よ
る
。

ホ
イ
ジ
ン
ガ
「
中
世
の
秋
」
(
堀
越
孝
一
訳
中
央
公
論
社
版
)

宮
部
み
ゆ
き
『
理
由
」
(
朝
日
新
聞
社
)

宮
本
常
一
「
畏
経
学
の
旅
」
(
講
談
社
学
術
文
車
)

(9) (8) (7) 

-9-


