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１　
『
夜
の
三
部
作
』
以
前

　
『
夜
の
三
部
作
』（
昭
和
四
四
年
一
二
月
、
講
談
社
）
と
は
福
永
武
彦
が
昭
和
二

九
年
か
ら
三
〇
年
ま
で
の
間
に
書
い
た
中
篇
作
品
を
ま
と
め
た
作
品
で
あ
る
。
そ

れ
は
「
冥
府
」（
昭
和
二
九
年
四
月
、
七
月
『
文
藝
』）、「
深
淵
」（
昭
和
二
九
年

一
二
月
、『
文
藝
』）、「
夜
の
時
間
」（
昭
和
三
〇
年
五
月
、
六
月
『
文
藝
』、
書
き

下
し
を
含
む
）
の
三
作
品
か
ら
『
夜
の
三
部
作
』
は
成
る
。

　

発
表
し
た
年
を
見
る
と
、
福
永
は
三
作
品
を
書
き
上
げ
て
か
ら
約
十
四
年
後
に

一
つ
の
本
に
ま
と
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。『
夜
の
時
間
』
を
刊
行
し
た
際
、

そ
の
初
版
附
記
に
「
こ
の
作
品
は
、
昨
年
度
に
僕
の
書
い
た
「
冥
府
」
及
び
「
深

年
前
後
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。『
夜
の
三
部
作
』
を
「
死
」

を
主
題
に
し
た
物
語
と
い
う
解
釈
か
ら
始
め
、「
死
」
と
い
う
主
題
に
は
「
愛
」
や
「
孤

独
」
と
い
う
主
題
が
不
可
分
に
存
在
し
て
い
る
と
解
釈
し
た
。
そ
の
解
釈
か
ら
テ
ク
ス

ト
を
読
む
と
「
孤
独
」、「
愛
」、「
死
」
と
い
う
主
題
群
の
成
す
相
互
関
係
は
各
主
題
に

通
底
す
る
《
暴
力
》
と
い
う
も
う
一
つ
の
主
題
を
表
象
し
て
い
る
と
読
め
る
。
個
別
の

主
題
を
並
列
さ
せ
る
と
、
そ
れ
ら
の
共
通
項
＝
暴
力
が
読
み
取
れ
る
の
だ
。
結
論
と
し

て
、
福
永
は
《
暴
力
》
が
働
く
具
体
的
な
側
面
を
提
示
す
る
た
め
に
「
孤
独
」、「
愛
」、

「
死
」
を
主
題
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
察
に
至
っ
た
。

　

本
論
は
、
従
来
の
読
み
方
を
忠
実
に
突
き
詰
め
る
と
、
予
想
し
な
か
っ
た
／
求
め
な

か
っ
た
読
み
に
行
き
つ
き
、
従
来
の
読
み
方
を
更
新
さ
せ
る
と
い
う
結
果
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】  

暗
黒
意
識　

愛
の
試
み　

結
核　

喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー　

暴
力

【
論
文
要
旨
】

　

福
永
武
彦
が
本
格
的
に
作
家
活
動
を
始
め
よ
う
と
す
る
昭
和
三
〇
年
前
後
の
諸
テ
ク

ス
ト
を
対
象
に
し
て
考
察
し
た
。
福
永
の
仕
事
に
は
絵
画
や
愛
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ

も
多
く
、
そ
の
た
め
か
全
集
帯
に
は
「
孤
独
と
愛
と
死
と
藝
術
と
を
凝
視
し
つ
づ
け
た

福
永
作
品
」
と
書
か
れ
る
。

　

ま
ず
、
本
稿
で
は
全
集
帯
文
の
よ
う
に
従
来
措
定
さ
れ
て
い
る
福
永
像
が
昭
和
三
〇

福
永
武
彦
論
〈
暗
黒
意
識
〉
以
前

│
│ 『
夜
の
三
部
作
』
を
中
心
に 

│
│
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淵
」
と
共
に
、「
夜
の
三
部
作
」
と
呼
ば
れ
る
べ
き
中
篇
の
シ
リ
イ
ズ
を
形
成
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
物
語
だ
が
、
た
だ
い
ず
れ
も
暗
黒
意
識

を
主
題
に
し
て
、
そ
れ
を
三
つ
の
違
っ
た
面
か
ら
取
り
扱
っ
て
い
る
点
に
の
み
、

共
通
点
が
あ
る
筈
）
1
（
だ
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
執
筆
時
か
ら
三
作
品
に
は
通
底
す

る
主
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、『
夜
の
三
部
作
』
が
発
表
さ
れ
る
ま
で
、
三

作
品
が
合
わ
せ
て
一
冊
の
本
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
）
2
（
た
。

　

先
の
引
用
で
、
福
永
は
三
作
に
〈
暗
黒
意
識
〉
と
い
う
主
題
が
通
底
し
て
い
る

と
述
べ
る
。
こ
れ
は
福
永
が
そ
の
後
の
作
品
で
繰
り
返
し
書
く
こ
と
に
な
る
主
題

で
あ
る
と
さ
れ
、『
夜
の
三
部
作
』
で
初
め
て
そ
の
名
前
を
明
記
し
た
形
で
小
説

内
に
登
場
す
る
。
ま
た
、
福
永
は
『
夜
の
三
部
作
』
を
刊
行
し
た
序
文
に
〈
暗
黒

意
識
〉
と
は
人
間
の
悪
意
の
喩
え
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　

人
間
を
内
面
か
ら
動
か
し
て
い
る
眼
に
見
え
な
い
悪
意
の
よ
う
な
も
の
、

私
は
作
中
人
物
の
口
を
借
り
て
そ
れ
を
暗
黒
意
識
と
呼
ん
だ
が
、
そ
の
よ
う

な
無
意
識
そ
れ
自
体
を
幻
覚
化
し
て
抽
象
的
な
形
で
書
い
て
み
た
い
と
思
っ

た
。（
…
…
）

　
（『
冥
府
』『
深
淵
』
と
い
う
）
二
つ
の
中
篇
程
度
の
作
品
の
あ
と
に
、
私

は
小
型
の
ロ
マ
ン
の
よ
う
な
も
の
を
書
き
た
い
と
思
い
、
そ
こ
に
や
は
り
人

間
の
内
部
に
う
ご
め
い
て
い
る
運
命
の
悪
意
の
よ
う
な
も
の
を
、
今
度
は
正

面
か
ら
多
視
点
で
扱
う
こ
と
に
し
た
。「
夜
の
時
間
」
は
そ
の
発
想
に
於
い

て
私
の
療
養
所
時
代
の
空
想
の
産
物
で
あ
る
。
そ
し
て
暗
黒
意
識
と
い
う
主

題
は
こ
こ
に
も
及
ん
で
い
る
筈
だ
か
ら
、
前
の
二
作
に
引
き
続
い
て
こ
れ
を

書
く
こ
と
に
、義
務
的
な
悦
び
を
さ
え
感
じ
て
い
）
3
（
た
。（
括
弧
内
補
足
引
用
者
）

　

福
永
は
一
九
四
七
年
（
昭
和
二
二
年
）
か
ら
一
九
五
三
年
（
昭
和
二
八
年
）
の

間
、
結
核
の
療
養
の
た
め
に
清
瀬
の
東
京
療
養
所
に
入
所
し
て
い
る
が
、
引
用
文

を
読
む
と
暗
黒
意
識
と
い
う
主
題
は
そ
の
療
養
所
に
入
所
し
た
期
間
の
体
験
か
ら

得
た
発
想
で
あ
り
、
人
間
の
悪
意
の
よ
う
な
も
の
の
喩
え
で
あ
る
と
説
明
を
す

る
。
ま
た
、『
夜
の
三
部
作
』
刊
行
の
四
年
後
の
昭
和
四
八
年
、『
夜
の
三
部
作
』

が
全
小
説
集
に
収
め
ら
れ
た
際
に
「
登
場
人
物
た
ち
は
次
第
に
作
者
の
精
神
の
或

る
部
分
の
拡
大
し
た
図
形
を
描
く
に
至
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
私
が
療
養

所
に
い
た
間
に
「
物
を
思
」
っ
た
そ
の
「
物
」
が
、
絶
望
的
に
暗
か
っ
た
せ
い
で

あ
ろ
）
4
（
う
」
と
序
文
で
述
べ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
福
永
は
執
筆
直
前
ま
で
の
入
所
体
験
（
福
永
は
結
核
療
養
だ
け
で
は

な
く
離
）
5
（
婚
な
ど
も
入
所
中
に
経
験
し
た
）
を
も
と
に
発
想
し
た
目
に
見
え
な
い
悪

意
を
、〈
暗
黒
意
識
〉
と
い
う
象
徴
的
な
言
葉
を
用
い
て
『
夜
の
三
部
作
』
に
描

き
出
そ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
引
用
文
を
読
ん
で
も
分
か
る
よ

う
に
、
福
永
の
説
明
は
暗
黒
意
識
の
全
体
的
、
そ
し
て
簡
単
な
説
明
に
終
わ
り
、

〈
暗
黒
意
識
〉
と
い
う
造
語
を
用
い
て
ま
で
、
な
ぜ
書
か
な
く
て
は
い
け
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
や
、
ま
た
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
意
識
が
該
当
す
る
か

な
ど
の
内
容
は
不
明
で
、
要
領
を
得
な
い
説
明
で
あ
る
。
作
者
の
説
明
は
抽
象
的

な
も
の
の
み
で
あ
り
、
い
わ
ば
〈
暗
黒
意
識
〉
と
い
う
言
葉
だ
け
が
先
行
し
、
そ

の
解
釈
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
。

　

実
際
に
福
永
自
身
の
読
み
方
の
他
に
、
先
行
研
究
に
は
複
数
の
読
み
が
あ
る
。

も
っ
と
も
普
及
し
て
い
る
〈
暗
黒
意
識
〉
の
読
ま
れ
方
を
紹
介
す
れ
ば
、
柘
植
光

彦
の
言
及
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
柘
植
は
〈
暗
黒
意
識
〉
と
は
人
間
の
意
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識
を
読
み
解
く
べ
く
精
神
分
析
的
な
方
法
を
用
い
た
も
の
で
あ
り
「
福
永
武
彦
が

〝
死
〞
の
イ
メ
ー
ジ
を
言
語
化
す
る
さ
い
の
、
最
も
重
要
な
方
法
）
6
（
論
」
で
あ
る
と

述
べ
た
。
絶
え
ず
結
核
と
い
う
死
の
危
険
に
曝
さ
れ
続
け
て
い
た
療
養
所
で
の
体

験
か
ら
得
た
発
想
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
死
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
イ
メ
ー
ジ

の
極
北
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
先
の
柘
植
の
言
及

を
含
め
、
先
行
研
究
の
要
点
は
以
下
の
二
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

一　

福
永
自
身
の
結
核
療
養
と
そ
の
直
前
ま
で
の
戦
争
体
験
に
よ
っ
て
生
じ
た

死
の
強
迫
観
念
が
、
発
想
の
土
壌
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
死
の
強
迫
観
念
か
ら

逃
れ
る
た
め
に
〈
暗
黒
意
識
〉
を
言
語
化
す
る
必
要
が
あ
っ
）
7
（
た
。

　

二　
〈
暗
黒
意
識
〉
は
罪
悪
感
を
覚
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
自
分
の
み

な
ら
ず
他
者
（
死
者
を
含
め
る
）
の
行
い
に
で
さ
え
有
罪
性
を
覚
え
、〈
暗
黒
意

識
〉
生
成
の
一
因
と
な
）
8
（
る
。

　

一
の
指
摘
が
〈
暗
黒
意
識
〉
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
、
二
の
指

摘
が
〈
暗
黒
意
識
〉
の
具
体
的
な
内
容
を
説
明
す
る
一
端
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
加

え
て
、
福
永
の
「
療
養
所
に
い
た
間
に
「
物
を
思
」
っ
た
そ
の
「
物
」
が
、
絶
望

的
に
暗
か
っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
暗
黒
意
識
は
〈
死
〉
な
ど
負
の
意
識
を
表
象
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、〈
死
〉
を
恐
怖
し
、
逃
れ
る
と
い
う
行
為
は
〈
生
〉
を
求
め
る
か
ら

こ
そ
の
行
為
で
は
な
い
か
。
福
永
は
約
六
年
間
の
入
所
で
死
の
恐
怖
や
罪
悪
感
を

想
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、

復
し
て
社
会
生
活
に
戻
り
た
い
と
願
わ
な
か
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
先
行
研
究
の
一
が
指
摘
す
る
よ
う
に
死
を
想
う
の
は
、
死
か
ら
逃
れ

て
生
を
希
求
す
る
た
め
だ
か
ら
で
あ
る
。〈
暗
黒
意
識
〉
は
死
や
罪
悪
感
な
ど
の

負
の
意
識
の
み
で
は
生
成
さ
れ
な
い
。

　

つ
ま
り
、〈
暗
黒
意
識
〉
は
死
を
想
う
意
識
だ
け
で
は
な
く
、
生
を
想
う
意
識

が
両
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
に
向
か
う
た
め
に
、
過

去
に
生
じ
た
死
や
喪
失
を
悲
し
み
、
何
が
あ
っ
た
の
か
認
め
る
意
識
が
不
可
欠
な

の
で
あ
る
。
福
永
が
入
所
中
に
、
療
養
所
内
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
保
健
同
人
』

へ
寄
せ
た
エ
ッ
セ
イ
に
よ
る
と
、
結
核
患
者
は
自
ら
精
神
を
支
え
な
け
れ
ば
、
精

神
の
死
（
絶
望
）
は
い
ず
れ
肉
体
を
滅
ぼ
し
て
し
ま
う
と
述
べ
る
。
病
と
い
う
運

命
を
凝
視
し
、
自
ら
が
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
孤
独
を
理
解
し
た
時
、
そ
れ
は

弱
者
の
孤
独
で
は
な
く
英
雄
の
孤
独
で
あ
る
と
述
べ
て
、以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

　
（
精
神
の
死
か
ら
）
逃
れ
る
道
は
な
い
。
忘
れ
よ
う
と
す
る
努
力
は
、
か

え
っ
て
彼
の
心
を
む
し
ば
む
に
違
い
な
い
。
た
だ
そ
れ
を
自
ら
に
肯
定
す
る

こ
と
、
傷
痕
を
嘗
め
て
、
未
来
の
死
を
今
日
に
於
て
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
が

唯
一
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
運
命
の
手
に
操
ら
れ
る
傀
儡
と
し
て
生
き
る
の
で

は
な
く
、
自
ら
の
運
命
を
知
る
人
間
と
し
て
生
き
て
行
）
9
（
く
。（
括
弧
内
補
足

引
用
者
）

　

入
所
当
時
か
ら
、
福
永
は
死
や
病
を
見
つ
め
、
そ
の
運
命
と
立
ち
向
か
っ
て
生

き
て
い
く
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
入
所
時
の
思
い
か
ら
生
ま
れ
た
〈
暗
黒
意
識
〉

と
は
一
概
に
「
死
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
は
言
い
難
い
。
む
し
ろ
、
福
永
の
述
べ
る
「
自

ら
に
肯
定
」
を
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
傷
痕
を
嘗
め
」
る
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば

現
在
の
自
己
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
に
至
る
ま
で
に
喪
失
し
た
も
の
を
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確
認
す
る
と
い
う
意
識
上
の
作
業
は
フ
ロ
イ
ト
精
神
分
析
の
「
喪
の
作
業
」
の
プ

ロ
セ
ス
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
イ
ト
は
『
喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
』
で
喪
と

い
う
行
為
は
愛
す
る
対
象
（
他
者
や
理
想
な
ど
）
を
失
っ
た
こ
と
を
嘆
き
、
嘆
く

こ
と
に
よ
っ
て
失
っ
た
事
実
を
確
認
し
、
現
実
を
見
つ
め
て
新
た
な
対
象
を
求
め

よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
と
述
べ
る
。
だ
が
、
喪
の
作
業
が
適
切
に
行
わ
れ
な
い

場
合
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
が
発
生
す
る
。
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
（
鬱
病
）
と
は
「
喪
失
が

発
生
し
た
の
は
た
し
か
だ
と
思
え
る
の
に
、
何
が
失
わ
れ
た
の
か
が
明
確
に
は
認

識
で
き
な
）
10
（
い
」
状
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
愛
す
る
対
象
を
喪
失
し
た
と
い
う
確
認

が
不
可
能
な
状
態
、
も
し
く
は
愛
す
る
対
象
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
何
を
自
分

は
喪
失
し
た
の
か
判
断
不
能
な
状
態
で
あ
る
。「
喪
失
し
た
」
と
意
識
で
き
ず
、

語
れ
な
い
の
で
あ
る
。
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
状
態
で
は
喪
失
を
自
我
の
外
部
で
起
き

た
こ
と
と
判
断
で
き
な
い
た
め
に
自
我
の
内
部
で
起
き
た
こ
と
と
判
断
す
る
。
つ

ま
り
、
喪
失
が
起
き
て
空
虚
に
な
っ
た
の
は
自
分
自
身
で
あ
り
、
主
体
は
自
分
自

身
を
価
値
の
な
い
無
力
で
道
徳
的
に
劣
る
存
在
で
「
愛
の
対
象
を
喪
失
し
た
責
任

が
自
分
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
自
分
が
望
ん
だ
の
で
あ
る
と
い
う
自
責
の
形
を
必

ず
示
し
」
て
、
最
終
的
に
は
自
分
自
身
の
否
定
（
死
）
に
繋
が
っ
て
い
く
こ
と
と

な
る
。

　

先
行
研
究
の
一
を
踏
ま
え
、〈
暗
黒
意
識
〉
が
死
の
強
迫
観
念
か
ら
逃
れ
る
た

め
に
言
語
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
れ
ば
、
福
永
は
〈
暗
黒
意
識
〉
を
言
語
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
喪
の
作
業
」
に
必
要
な
喪
失
の
確
認
を
し
て
い
た
と
解
釈
で
き

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
状
態
か
ら
脱
し
よ
う
と
す
る
福
永
に
は
何

を
喪
失
し
た
の
か
を
知
る
手
段
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
手
段
こ
そ
〈
暗
黒
意
識
〉

を
描
き
出
す
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
『
夜
の
三
部
作
』
を
中
心
に
、
療
養
所
退
所
時
期
の
テ
ク
ス
ト
を
検

証
す
る
。
福
永
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
「
絶
望
的
に
暗
か
っ
）
11
（
た
」
療
養
所
時
代
の

体
験
を
土
壌
と
し
た
「
死
」
の
表
象
と
従
来
解
釈
さ
れ
る
〈
暗
黒
意
識
〉
を
メ
ラ

ン
コ
リ
ー
状
態
か
ら
脱
す
る
た
め
の
喪
の
作
業
で
あ
る
と
捉
え
、
そ
し
て
喪
の
作

業
に
内
包
さ
れ
る
生
を
希
求
す
る
側
面
を
〈
暗
黒
意
識
〉
で
も
確
認
す
る
。

２　
〈
暗
黒
意
識
〉
の
発
生

　

ま
ず
実
際
に
『
夜
の
三
部
作
』
の
テ
ク
ス
ト
を
辿
り
〈
暗
黒
意
識
〉
が
ど
の
よ

う
に
発
生
し
、
働
く
の
か
を
確
認
す
る
。
発
生
過
程
は
「
冥
府
」
と
「
夜
の
時
間
」

冒
頭
か
ら
窺
え
る
。〈
暗
黒
意
識
〉
が
小
説
内
で
初
め
て
登
場
す
る
の
は
「
冥
府
」

で
あ
る
。「
冥
府
」
に
は
意
識
心
理
学
を
研
究
し
て
い
た
と
い
う
大
学
教
授
が
登

場
し
て
暗
黒
意
識
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

　

例
え
ば
幻
覚
幻
聴
と
か
、déjà vu

即
ち
む
か
し
一
度
見
た
こ
と
あ
る
と

い
う
感
じ
だ
と
か
、
時
間
体
験
、
空
間
体
験
の
異
常
だ
と
か
、
意
識
溷
濁
に

於
け
る
夢
幻
的
な
風
景
だ
と
か
、
離
人
症
に
於
け
る
知
覚
の
疎
遠
感
、
或
い

は
実
在
感
の
喪
失
だ
と
か
、
例
は
い
く
ら
で
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
必

ず
し
も
精
神
異
常
者
に
の
み
特
有
の
症
例
で
は
な
い
。
多
か
れ
少
か
れ
、
通

常
の
人
間
に
も
、
こ
の
よ
う
な
異
常
さ
を
含
ん
だ
意
識
に
な
ら
な
い
意
識
、

つ
ま
り
暗
黒
意
識
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。

　

今
こ
こ
で
見
て
い
る
は
ず
風
景
が
、
今
で
は
な
い
何
時
か
、
こ
こ
で
は
な
い
何

処
か
で
の
風
景
と
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
。
つ
ま
り
今
現
在
、
初
め
て
知
覚
し
た
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は
ず
音
や
風
景
が
呼
び
水
と
な
り
過
去
の
記
憶
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
初

め
て
知
覚
し
た
は
ず
の
音
や
風
景
が
、
実
は
過
去
に
も
知
覚
し
た
も
の
で
あ
る
と

認
識
す
る
。
こ
の
認
識
に
よ
っ
て
喪
失
し
て
い
た
過
去
を
遡
及
的
に
確
認
す
る
の

で
あ
る
。

　

こ
の
他
に
、「
夜
の
時
間
」
冒
頭
で
も
忘
れ
て
い
た
記
憶
の
側
面
が
述
べ
ら
れ
る
。

　

人
は
誰
で
も
過
去
を
忘
れ
て
生
き
て
い
る
。（
…
…
）
人
は
過
去
を
思
い

詰
め
た
ま
ま
、
こ
の
忙
し
い
日
常
を
生
き
て
行
く
こ
と
は
出
来
な
い
。

（
…
…
）
人
は
そ
う
し
て
無
数
の
経
験
を
積
み
重
ね
結
局
は
一
種
の
人
生
の

匂
い
の
よ
う
な
も
の
、
一
種
の
味
わ
い
の
よ
う
な
も
の
だ
け
を
意
識
の
底
に

沈
殿
さ
せ
て
、
細
か
い
こ
と
は
我
と
自
ら
忘
れ
て
行
く
の
だ
。（
…
…
）
い

つ
か
或
る
瞬
間
に
、
失
わ
れ
た
と
思
っ
た
過
去
の
経
験
が
、
そ
の
時
と
は
ま

た
違
っ
た
方
向
か
ら
、
違
っ
た
色
彩
を
帯
び
て
、
ふ
と
思
い
返
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
が
異
常
な
重
み
を
も
っ
て
、
現
に
生
き
て
い
る
こ
と
の
意
識

に
干
渉
し
、
時
間
は
今
ま
で
の
よ
う
に
未
来
に
向
か
っ
て
の
ろ
の
ろ
と
進
行

す
る
こ
と
を
止
め
る
と
、
同
時
に
過
去
に
も
遡
っ
て
行
き
始
め
る
、
も
う
終

わ
っ
て
い
た
筈
の
こ
と
が
、
実
際
は
少
し
も
終
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
る
、

人
々
は
時
間
の
夜
の
中
で
方
向
を
見
う
し
な
い
、
過
去
の
事
件
の
持
っ
て
い

た
本
当
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
考
え
こ
む

　

暗
黒
意
識
は
意
識
に
上
が
ら
な
い
意
識
、
つ
ま
り
無
意
識
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。
そ
の
無
意
識
が
突
如
意
識
に
上
る
こ
と
に
よ
っ
て
暗
黒
意
識
は
再
生
産
・

増
強
さ
れ
て
ゆ
く
様
子
を
描
い
た
の
が
「
冥
府
」
│
│
作
品
内
の
世
界
と
の
混
同

を
避
け
る
た
め
作
品
名
を
指
す
場
合
は
鉤
括
弧
つ
き
で
表
記
す
る
│
│
で
あ
る
。

題
名
の
通
り
「
冥
府
」
は
死
後
の
世
界
の
物
語
で
あ
る
。
物
語
は
「
僕
」
が
冥
府

を
歩
い
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
る
が
、「
僕
」
は
気
が
つ
い
た
ら
歩
い
て
お
り
、

冥
府
に
来
る
前
、
つ
ま
り
生
前
の
記
憶
を
忘
却
し
て
い
る
。
実
際
に
過
去
を
忘
却

し
て
い
る
様
子
を
見
て
み
よ
う
、「
僕
」
は
臨
終
の
瞬
間
を
思
い
出
し
た
も
の
の
、

そ
の
他
多
く
の
過
去
を
忘
却
し
た
意
識
状
態
を
夜
と
呼
ぶ
場
面
が
あ
る
。

　

夜
は
疑
問
に
充
ち
て
い
た
。（
…
…
）
そ
し
て
僕
の
思
い
出
さ
な
い
こ
と

は
、
そ
の
他
に
も
ま
だ
ま
だ
沢
山
あ
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
夜
の
中

に
僕
が
た
だ
自
分
の
歩
い
て
行
く
か
細
い
道
を
し
か
見
分
け
な
い
よ
う
に
、

僕
は
僕
が
死
ん
だ
と
い
う
事
実
を
、
そ
の
死
の
前
の
暫
く
の
時
間
を
、
思
い

出
し
た
、
或
い
は
見
た
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
他
の
こ
と
は
す

4

4

4

4

4

4

4

4

べ
て
暗
い
夜
の
意
識
の
中
に
沈
ん
で
い
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。（
傍
点
引
用
者
）

　

こ
の
よ
う
に
忘
却
し
た
記
憶
を
「
暗
い
夜
の
意
識
の
中
に
沈
ん
で
」
い
る
と
喩

え
て
い
る
。
そ
れ
は
「
僕
」
の
意
識
が
冥
府
の
風
景
と
照
応
す
る
比
喩
で
あ
る
と

同
時
に
、「
僕
」
の
内
部
に
記
憶
の
明
る
み
に
出
な
い
意
識
＝
暗
黒
意
識
が
生
じ

て
い
る
こ
と
も
意
味
し
て
お
り
、
冥
府
の
空
間
的
な
暗
さ
と
「
僕
」
の
意
識
状
態

が
「
夜
」
と
い
う
隠
喩
に
よ
り
接
続
さ
れ
る
。

　
「
冥
府
」
の
物
語
の
中
心
は
「
僕
」
が
忘
却
し
た
生
前
の
記
憶
を
、
少
し
ず
つ

想
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
「
夜
の
時
間
」
の
冒
頭
で
は
忘
却
さ
れ

た
記
憶
が
想
起
さ
れ
る
と
「
異
常
な
重
み
を
も
っ
て
、
現
に
生
き
て
い
る
こ
と
の

意
識
に
干
渉
し
、
時
間
は
今
ま
で
の
よ
う
に
未
来
に
向
か
っ
て
の
ろ
の
ろ
と
進
行
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す
る
こ
と
を
止
め
る
と
、
同
時
に
過
去
に
も
遡
っ
て
行
き
始
め
る
」
と
い
う
。「
冥

府
」
で
も
同
様
に
「
僕
」
が
想
起
を
重
ね
る
ご
と
に
、
意
識
は
記
憶
に
干
渉
さ
れ

る
。
想
起
し
た
記
憶
は
、
過
去
へ
の
悔
恨
や
、
惨
め
で
孤
独
に
充
ち
て
い
た
印
象

を
意
識
に
与
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
「
僕
」
は
次
第
に
暗
黒
意
識
が
生
じ
る
。

つ
ま
り
、
忘
却
さ
れ
た
記
憶
の
想
起
は
そ
の
記
憶
へ
の
悔
恨
や
、
過
ぎ
去
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
喪
失
感
を
も
同
時
に
想
起
さ
せ
、
そ
の
結
果
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
識

を
生
じ
さ
せ
る
の
だ
。
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
原
因
で
あ
っ
た
語
り
え
な
い
喪
失
を
理

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
暗
黒
意
識
は
生
じ
る
。

　

暗
黒
意
識
を
生
じ
さ
せ
る
作
業
に
は
、生
の
希
求
が
あ
る
と
述
べ
た
通
り
、「
冥

府
」
に
お
い
て
も
「
暗
黒
意
識
を
生
じ
さ
せ
る
作
業
＝
過
去
を
思
い
出
す
作
業
」

は
生
を
希
求
す
る
手
段
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
冥
府
の
人
々
は
「
新
生
」
と

呼
ば
れ
る
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
生
前
の
世
界
へ
戻
る
こ
と
を
求
め
る
。
新
生
す
る

た
め
に
は
自
ら
の
過
去
を
十
全
に
想
起
す
る
こ
と
が
義
務
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

生
を
新
た
に
受
け
る
た
め
に
は
過
去
を
想
起
し
て
暗
黒
意
識
を
増
長
さ
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
想
起
さ
れ
て
い
く
記
憶
は
、
そ
の
内
容
に
関
わ
ら
ず
「
過
ぎ
去
っ

て
し
ま
っ
た
」
も
し
く
は
「
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
」
出
来
事
と
し
て
後
悔
や
悲

し
み
も
同
時
に
覚
え
て
ゆ
く
。
記
憶
を
反
復
し
た
数
だ
け
、
暗
黒
意
識
の
増
長
に

よ
る
絶
望
│
│
精
神
的
な
死
│
│
も
反
復
さ
れ
て
ゆ
く
。

　

想
起
を
反
復
す
る
こ
と
で
「
僕
」
の
内
部
に
絶
望
感
が
増
し
て
ゆ
く
が
、
想
起

さ
れ
る
記
憶
は
常
に
悲
し
い
記
憶
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
僕
」
は
生

前
に
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
な
恋
を
し
た
こ
と
を
想
起
す
る
。
そ
の
後
、
そ
の
相
手
は
冥

府
の
世
界
で
一
時
期
身
を
寄
せ
て
い
た
「
踊
子
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
で
あ
っ
た
こ

と
に
気
付
く
。

　

ど
う
し
て
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
な
の
だ
、
あ
の
踊
子
、

そ
れ
が
あ
の
可
愛
い
女
の
子
な
の
だ
。（
…
…
）
た
だ
そ
の
時
、
一
緒
に
い

た
時
、
僕
は
彼
女
が
誰
で
あ
る
の
か
、
僕
に
と
っ
て
彼
女
が
ど
の
よ
う
な
関

り
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
思
い
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
、

僕
に
は
分
か
っ
た
。
一
度
だ
け
、
一
生
に
一
度
だ
け
、
そ
れ
も
僕
の
幼
い
頃

に
、
僕
は
心
か
ら
人
を
愛
し
た
こ
と
が
あ
る
。
ど
ん
な
に
僕
の
一
生
が
惨
め

で
、
下
ら
な
く
て
、
無
益
だ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
の
幼
い
日
に
、
僕
は
悔
い

る
こ
と
な
く
愛
し
て
い
た
の
だ
、
と
。

　

想
起
を
重
ね
る
度
に
、
自
身
の
一
生
に
対
し
暗
い
印
象
し
か
抱
か
な
か
っ
た

「
僕
」
は
愛
し
た
対
象
と
の
記
憶
を
想
起
し
た
こ
と
で
自
ら
に
希
望
を
持
ち
、
生

前
に
愛
し
た
人
と
暮
ら
す
こ
と
を
試
み
た
。
つ
ま
り
、
喪
失
し
た
愛
す
る
対
象
を

も
う
一
度
得
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、「
僕
」
が
喪
失
し
た
愛
を
再
び
得
よ
う
と
試
み
た
直
後
に
踊
子
は
新

生
の
裁
判
に
か
け
ら
れ
る
。
踊
子
は
新
生
の
判
決
を
下
さ
れ
て
「
僕
」
の
前
か
ら

消
え
去
っ
て
し
ま
う
が
、
新
た
な
生
を
全
う
す
れ
ば
踊
子
は
再
び
冥
府
に
帰
っ
て

く
る
、
と
「
僕
」
は
希
望
を
持
つ
。
生
前
に
失
っ
た
踊
子
と
の
愛
を
冥
府
で
取
り

戻
そ
う
と
す
る
試
み
、
そ
し
て
再
び
目
の
前
か
ら
去
っ
た
踊
子
が
い
つ
の
日
か
冥

府
に
帰
っ
て
く
る
と
希
望
を
持
つ
。
こ
れ
ら
は
一
度
喪
失
し
た
愛
す
る
対
象
に
対

し
て
、
喪
失
し
た
事
実
を
認
め
な
い
振
る
舞
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ロ
イ
ト
の

説
に
沿
え
ば
喪
失
を
認
め
な
い
限
り
、
主
体
（「
僕
」）
は
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
に
よ
っ

て
、
自
ら
の
精
神
は
蝕
ま
れ
て
し
ま
う
。
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こ
こ
で
冥
府
の
も
う
一
つ
の
設
定
が
活
き
て
く
る
。
冥
府
で
は
想
起
と
同
様
に

忘
却
も
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
新
生
の
判
決
を
受
け
た
者
は
冥
府
で
思
い
出
し

た
過
去
の
記
憶
を
全
て
忘
却
し
て
新
生
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
、
幾
ら
待
っ
て
も
、

も
う
二
度
と
「
踊
子
」
と
呼
ば
れ
た
存
在
は
戻
ら
な
い
。
希
望
は
失
わ
れ
た
が

「
僕
」
は
そ
れ
で
も
踊
子
と
再
び
出
会
え
る
と
い
う
希
望
を
捨
て
な
い
。

　

彼
女
が
、
あ
の
同
じ
踊
子
と
し
て
此
所
に
現
わ
れ
て
来
る
可
能
性
は
、
殆

ど
無
に
等
し
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
女
は
ま
た
新
生
し
、
ま
た
死
に
、
ま
た

新
生
し
、
ま
た
死
に
、
…
…
そ
し
て
そ
う
し
た
繰
返
し
の
末
に
、
い
つ
か
は
、

ま
た
同
じ
踊
子
と
し
て
、
僕
の
前
に
現
わ
れ
て
来
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
遠
い
先
の
こ
と
だ
、
そ
れ
こ
そ
殆
ど
永
遠
と
い
っ
て

い
い
ほ
ど
の
遠
い
先
の
こ
と
だ
。

　

僕
は
よ
ろ
め
き
、
そ
し
て
歩
き
続
け
た
。
そ
れ
は
最
早
、
希
望
と
い
う
よ

う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
希
望
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
も
し
ら
じ
ら
し

い
、
微
か
に
心
の
中
で
揺
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
希
望
が
僅
か
で

も
香
料
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
か
ら
、
絶
望
は
一
層
味
が
苦
い
の
だ
。
そ
れ

は
恰
も
日
没
前
の
仄
か
な
う
す
ら
明
り
が
、
そ
の
明
る
み
に
故
に
、
夜
よ
り

も
一
層
絶
望
的
に
感
じ
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
だ
っ
た
。

　

暗
黒
意
識
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
希
望
と
し
て
、
過
去
に
喪
失
し
た
愛
を
求
め

続
け
る
限
り
、
絶
望
と
い
っ
た
暗
黒
意
識
は
再
生
産
さ
れ
て
い
く
。
先
の
「
冥
府

の
風
景
＝
夜
＝
「
僕
」
の
記
憶
」
と
い
う
比
喩
に
沿
え
ば
、
明
る
み
に
な
っ
た
愛

す
る
対
象
へ
の
記
憶
が
、
忘
却
し
た
記
憶
よ
り
も
絶
望
的
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　

過
去
の
記
憶
に
よ
っ
て
起
こ
る
絶
望
や
悔
恨
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
逃
れ
よ
う
と

す
る
態
度
が
〈
暗
黒
意
識
〉
を
生
む
温
床
と
な
る
。

３　
〈
暗
黒
意
識
〉
の
作
用

　
〈
暗
黒
意
識
〉
が
生
じ
る
ま
で
を
「
冥
府
」
が
描
く
一
方
で
、「
深
淵
」
で
は
〈
暗

黒
意
識
〉
の
内
容
、
ど
の
よ
う
に
働
く
か
を
描
く
。「
深
淵
」
は
あ
る
男
女
二
人

の
独
白
が
交
互
に
書
か
れ
る
形
式
の
小
説
で
あ
る
。
賄
夫
と
し
て
療
養
所
で
働
く

男
は
、
同
じ
く
療
養
所
の
事
務
員
と
し
て
働
く
女
を
、
療
養
所
に
放
火
し
た
後
、

強
姦
の
末
、
軟
禁
す
る
。
軟
禁
さ
れ
た
女
は
、
彼
の
犯
し
た
行
為
は
自
身
の
存
在

が
も
と
に
な
っ
て
お
り
、
自
身
が
た
だ
存
在
す
る
だ
け
で
も
生
じ
て
し
ま
う
罪
深

さ
を
感
じ
始
め
る
。
次
第
に
女
は
彼
の
暴
力
に
餌
食
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

の
実
感
を
見
出
し
、
ま
た
孤
独
な
彼
の
魂
を
救
済
し
よ
う
と
試
み
る
。
だ
が
男
は

自
分
の
持
っ
て
い
る
孤
独
に
女
が
入
り
込
も
う
と
し
て
い
る
の
を
察
知
し
、
彼
女

を
拒
絶
し
絞
殺
す
る
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
物
語
は
両
者
の
孤
独
を
巡
っ
て
展

開
す
る
が
、
ま
ず
男
は
冒
頭
の
独
白
で
自
ら
を
、
内
部
に
う
ご
め
く
「
飢
」
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
す
る
。「
飢
え
る
」
と
い
う
行
為
が
、
何
物

か
を
求
め
る
状
態
（
今
、
欠
如
し
た
状
態
）
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
対
象
を
求

め
る
「
飢
」
と
い
う
隠
喩
は
、「
孤
独
」
を
遡
及
的
に
意
味
し
て
い
る
。

　

己
は
飢
と
い
う
も
の
が
己
の
中
に
生
き
て
い
る
別
の
生
き
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
い
る
。
渇
き
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
覚
え
た
と

い
う
の
と
は
ま
る
で
別
だ
。
そ
れ
は
己
が
生
れ
た
時
か
ら
己
の
中
に
住
ん
で
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い
た
の
だ
。

　

こ
の
場
合
の
「
飢
」
と
は
空
腹
感
の
み
を
指
す
の
で
は
な
く
、
満
た
さ
れ
な
い

欲
望
を
も
同
時
に
指
す
。
男
の
言
う
「
飢
」
と
い
う
の
は
食
欲
か
ら
他
者
、
快
楽

な
ど
を
求
め
る
対
象
の
幅
の
広
い
言
葉
だ
と
言
っ
て
良
い
。
そ
れ
は
こ
の
男
が
後

に
「
飢
」
の
求
め
に
従
っ
て
、
女
を
暴
力
に
よ
っ
て
所
有
、
暴
行
し
た
こ
と
か
ら

も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
男
は
始
終
欲
望
に
動
か
さ
れ
て
ゆ
く
存
在
で
あ
る
。

　

そ
の
後
の
独
白
を
ま
と
め
る
と
、
男
は
飢
饉
の
時
分
に
生
ま
れ
、
養
え
な
か
っ

た
母
親
に
捨
て
ら
れ
て
旅
の
坊
主
に
拾
わ
れ
た
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
両
親
の
名

前
も
故
郷
の
名
前
も
知
ら
な
い
。
坊
主
が
死
ん
で
か
ら
は
天
涯
孤
独
で
あ
る
。
こ

れ
は
空
腹
感
を
意
味
す
る
「
飢
」
の
状
況
に
、
親
類
と
い
う
最
も
身
近
な
他
者
が

い
な
く
な
っ
た
、
孤
独
と
い
う
「
飢
」
の
状
況
が
相
互
に
折
り
重
な
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
「
昔
の
こ
と
を
思
い
出
す
こ
と
が
出
来
」
ず
「
己
に
と
っ

て
は
い
つ
も
こ
の
今
し
か
な
い
」
と
語
る
よ
う
に
、
男
は
そ
の
設
定
上
、
執
拗
に

「
飢
」
や
「
孤
独
」
と
い
っ
た
何
か
を
欲
望
す
る
理
由
の
み
を
語
り
、「
過
去
」
な

ど
と
呼
べ
る
よ
う
な
そ
れ
以
外
の
記
憶
が
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
男
が
他
に
思

い
出
せ
る
の
は
私
た
ち
が
文
章
と
し
て
読
め
る
独
白
部
分
│
│
二
人
の
女
性
を
殺

し
、
ひ
た
す
ら
逃
げ
続
け
る
記
憶
│
│
し
か
な
い
。

　

自
身
の
過
去
の
多
く
を
喪
失
し
、
食
や
他
者
の
欠
如
を
埋
め
よ
う
と
し
た
こ
と

や
、
殺
人
を
し
た
記
憶
の
み
を
語
る
男
は
、
喪
失
に
よ
る
孤
独
と
悪
意
が
前
景
化

し
た
暗
黒
意
識
の
象
徴
的
人
物
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
作
中
で
彼
は
「
己
は
己
で
、
お
前
は
己
で
は
な
い
。」
と
考
え
て
い

る
。
自
ら
の
孤
独
は
自
身
の
み
が
所
有
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
他
者
が
入
り
込
め

は
し
な
い
と
い
う
考
え
が
垣
間
見
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
男
は
、
二
人
の
女
が
愛
を

以
っ
て
接
近
し
て
き
た
こ
と
を
自
身
の
孤
独
へ
の
侵
入
と
見
做
し
、
拒
否
し
て
殺

害
し
て
し
ま
う
。
物
語
現
在
で
男
が
女
と
出
会
う
以
前
、
つ
ま
り
療
養
所
で
男
が

賄
夫
と
し
て
働
く
以
前
に
も
、
少
女
を
殺
害
し
て
い
る
。
療
養
所
に
来
る
以
前
の

男
は
監
獄
か
ら
脱
獄
し
、
そ
の
時
に
あ
る
村
に
隠
れ
た
。
そ
の
村
で
出
会
っ
た
少

女
が
一
緒
に
逃
げ
た
い
と
言
う
と
男
に
は
あ
る
考
え
が
浮
か
ぶ
。

　

も
し
一
緒
に
逃
げ
れ
ば
、
己
の
自
由
は
お
前
の
顔
や
、
微
笑
や
、
涙
や
、

口
説
な
ど
に
縛
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
お
前
の
魂
は
、
た
と
え
お
前
が
そ
れ
を
捨

て
去
っ
た
と
言
っ
て
も
、
な
お
己
を
お
び
や
か
す
だ
ろ
う
。
お
前
の
女
ら
し

い
心
遣
い
は
己
の
飢
を
甘
や
か
す
だ
ろ
う
。
己
は
己
だ
。
己
は
飢
の
命
じ
る

ま
ま
に
、
遠
く
へ
、
遠
く
へ
逃
げ
て
行
け
ば
よ
い
。

　

少
女
を
殺
し
、
療
養
所
に
逃
げ
た
男
は
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
女
を
誘
拐
し
、
強

姦
の
後
に
殺
害
す
る
。
つ
ま
り
男
は
〈
女
性
に
暴
力
を
振
る
う
〉
と
い
う
行
為
を

本
文
の
中
か
ら
分
か
る
限
り
で
二
度
反
復
し
て
い
る
。
男
が
冒
頭
で
「
己
に
と
っ

て
は
い
つ
も
こ
の
今
し
か
な
い
」
と
言
い
つ
つ
、
過
去
を
回
想
す
る
形
式
を
取
ら

ざ
る
を
得
な
い
一
人
称
回
想
形
式
の
独
白
を
行
う
の
は
、
今
も
昔
も
（
そ
し
て
お

そ
ら
く
未
来
も
）
同
じ
行
為
を
反
復
し
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
男
に
は
過
去
も
現

在
も
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
未
来
も
無
く
、
あ
る
の
は
反
復
さ
れ
続
け
る
暴
力
行
為

だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
読
む
と
、
福
永
は
こ
の
男
を
あ
ま
り
に
も
象
徴
的
存

在
と
し
て
書
き
表
し
て
し
ま
い
、
人
間
の
心
理
を
探
る
立
場
か
ら
の
読
解
を
拒
否

し
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
。
こ
の
男
は
暴
力
行
為
の
象
徴
で
あ
り
、
人
間
で
は
な
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い
。
男
と
い
う
存
在
は
自
ら
の
中
に
巣
食
う
「
飢
」
を
表
象
す
る
媒
体
に
過
ぎ
な

い
。

　
「
飢
」
と
い
う
言
葉
の
通
り
、
男
は
自
分
を
満
た
す
「
対
象
」
を
求
め
て
い
る
。

そ
れ
は
字
義
通
り
食
べ
物
で
あ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
比
喩
的
に
他
者
、
女
性
を
求

め
て
い
る
時
も
あ
る
。
物
語
の
始
終
を
読
め
ば
、
飢
え
て
い
る
男
は
、
や
は
り
食

べ
て
捨
て
る
か
の
よ
う
に
、
他
者
を
所
有
／
道
具
化
し
よ
う
と
す
る
暴
力
を
表
し

続
け
て
い
る
。「
深
淵
」
は
男
を
通
し
て
、
暴
力
を
表
す
。
そ
の
暴
力
と
は
、
ま

さ
に
福
永
が
『
夜
の
三
部
作
』
序
文
で
述
べ
た
「
人
間
を
内
面
か
ら
動
か
し
て
い

る
眼
に
見
え
な
い
悪
意
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。「
冥
府
」
の
男
が
後
悔
や
絶
望
と

い
う
形
で
自
ら
を
傷
つ
け
る
暗
黒
意
識
を
も
つ
と
す
れ
ば
、「
深
淵
」
の
男
は
他

者
を
傷
つ
け
る
暗
黒
意
識
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
暗
黒
意
識
に
も
共
通
し
て
い
る
こ

と
は
、
人
を
傷
つ
け
る
暴
力
が
そ
の
根
底
に
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

４　
〈
暗
黒
意
識
〉
の
目
的

　
『
夜
の
三
部
作
』
に
お
い
て
作
中
人
物
た
ち
は
自
ら
の
暗
黒
意
識
を
乗
り
越
え

よ
う
と
試
み
る
。
そ
の
試
み
と
は
す
べ
て
愛
す
る
と
い
う
行
為
で
あ
っ
た
。
こ
こ

ま
で
確
認
し
た
二
作
に
お
い
て
は
「
冥
府
」
の
「
僕
」
や
「
深
淵
」
の
女
が
愛
を

試
み
た
。「
愛
す
る
」
と
い
う
行
為
に
は
対
象
が
必
要
で
あ
り
、
愛
の
対
象
を
新

た
に
設
定
し
直
す
こ
と
で
生
を
希
求
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
夜
の
三
部
作
』

の
中
で
も
愛
の
対
象
は
様
々
で
あ
る
。
暗
黒
意
識
が
絶
望
と
い
う
自
ら
に
向
い
た

暴
力
で
あ
る
時
と
、
悪
意
と
い
う
他
者
に
向
い
た
場
合
が
あ
る
よ
う
に
愛
す
る
対

象
は
自
ら
の
場
合
も
あ
る
。「
冥
府
」
で
は
踊
り
子
、「
深
淵
」
で
は
男
と
い
う
他

者
を
愛
し
て
暗
黒
意
識
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
物
語
で
あ
る
が
、「
夜
の
時
間
」

は
異
な
り
、
い
わ
ば
自
ら
を
認
め
、
自
ら
の
孤
独
を
愛
そ
う
と
い
う
物
語
と
し
て

も
読
め
る
。

　

つ
ま
り
、
福
永
は
「
夜
の
時
間
」
で
「
愛
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
、
従
来
言
う

よ
う
な
「
他
者
に
対
し
て
の
行
為
」
以
外
の
意
味
で
用
い
始
め
る
。
そ
れ
は
他
者

と
同
時
に
「
主
体
自
身
に
対
し
て
の
行
為
」
と
い
う
独
自
の
考
察
を
込
め
た
特
殊

な
用
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
福
永
は
「
夜
の
時
間
」
を
執
筆
し
た
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
「
愛
す

る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
、
独
自
に
概
念
化
し
て
い
っ
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、「
夜
の
時
間
」
執
筆
時
期
に
、
福
永
の
愛
に
関
す

る
考
え
が
言
語
化
さ
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。「
夜
の
時
間
」
が
発
表
さ
れ
た
一
年

後
に
『
愛
の
試
み
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
集
を
発
表
す
）
12
（

る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
福

永
の
恋
愛
論
が
展
開
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
射
程
は
広
く
一
般
的
に
想
像
さ
れ
る

恋
愛
と
い
う
行
為
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、個
人
の
孤
独
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。

　

愛
の
行
為
、
恋
愛
と
い
う
も
の
は
孤
独
と
背
中
合
わ
せ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

意
識
が
福
永
に
は
前
面
化
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
『
愛
の
試
み
』
序
文
に
お
い

て
「
僕
が
愛
と
い
う
場
合
に
、
そ
れ
は
常
に
孤
独
と
相
対
的
な
も
の
、
人
間
の
根

源
的
な
も
の
で
あ
）
13
（
る
」
と
確
認
す
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。
愛
を
語
る
エ
ッ
セ
イ

に
も
関
わ
ら
ず
初
め
に
語
ら
れ
る
章
題
が
「
孤
独
」
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
た

い
。
福
永
は
ま
ず
孤
独
と
い
う
も
の
は
人
間
が
遍
く
所
有
し
て
い
る
も
の
だ
と
い

う
。

　

福
永
は
絶
望
感
を
帯
び
た
孤
独
を
乗
り
越
え
る
に
は
、
そ
の
孤
独
を
積
極
的
な

も
の
に
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と
が
必
要
だ
と
示
唆
す
る
。
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僕
等
は
親
し
く
し
た
人
間
の
突
然
の
死
を
聞
く
。
或
い
は
恋
人
が
自
分
か

ら
離
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
確
実
に
知
る
。
そ
う
い
う
時
、
外
界
は
僕
等
と
無

関
係
に
な
り
、
思
い
は
屈
し
、
僕
等
は
無
気
力
に
、
怠
惰
に
な
り
、
時
間
は

そ
こ
で
途
絶
え
る
。
僕
等
は
悲
劇
的
な
感
情
を
味
わ
い
、
そ
れ
に
満
足
し
、

自
分
の
心
が
鎖
さ
れ
る
ま
ま
に
し
て
そ
れ
を
孤
独
だ
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
消
極

的
な
、
非
活
動
的
な
、
萎
縮
し
た
孤
独
で
あ
る
。
詩
や
小
説
の
題
材
と
し
て

の
孤
独
は
、
そ
れ
で
足
り
る
。（
…
…
）
し
か
し
自
分
自
身
の
経
験
と
し
て

或
る
悲
劇
に
直
面
し
た
場
合
に
、
人
は
自
分
自
身
の
力
で
し
か
そ
れ
の
傷
を

癒
す
こ
と
は
出
来
な
い
。（
…
…
）
大
き
な
心
に
は
大
き
な
智
慧
が
、
小
さ

な
心
に
は
小
さ
な
智
慧
が
、
そ
れ
ぞ
れ
浮
び
、
ど
の
よ
う
な
愚
か
な
心
に
も
、

自
分
の
悲
劇
を
乗
り
越
え
て
進
む
力
の
よ
う
な
も
の
が
湧
い
て
来
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
が
藝
術
に
表
さ
れ
た
孤
独
と
は
違
っ
た
人
生
の
智
慧
と
い
う
意
味

で
の
、
よ
り
積
極
的
な
、
強
靱
な
、
孤
独
で
あ
）
14
（
る
。

　

福
永
武
彦
と
い
う
個
人
に
限
れ
ば
、
孤
独
と
愛
す
る
こ
と
は
不
可
分
な
も
の

だ
。
ま
た
確
認
し
た
よ
う
に
暗
黒
意
識
と
は
福
永
が
結
核
に
侵
さ
れ
療
養
所
に
い

た
時
期
に
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
療
養
所
に
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
エ
ッ

セ
イ
に
入
所
中
の
自
ら
の
心
境
を
書
い
た
「
病
者
の
心
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

そ
こ
で
は
結
核
患
者
の
抱
く
不
安
を
語
る
。
手
術
を
受
け
て
も
、
病
状
は
一
進
一

退
で
死
の
強
迫
観
念
か
ら
、
不
安
と
恐
怖
が
意
識
に
上
る
。
そ
の
時
、
患
者
の
治

り
た
い
と
い
う
意
志
を
支
え
る
の
は
愛
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　

た
だ
こ
の
陰
鬱
な
孤
独
か
ら
逃
れ
、
死
の
妄
想
か
ら
逃
れ
、
自
己
の
存
在

を
確
認
す
る
た
め
な
ら
。
或
る
者
は
宗
教
へ
と
走
る
だ
ろ
う
。
が
、
真
に
自

己
を
た
の
み
、
自
己
の
責
任
は
自
己
し
か
持
ち
得
な
い
こ
と
を
知
る
者
は
、

神
へ
は
行
か
な
い
。
或
る
者
は
、
ま
た
、
愛
に
す
が
る
だ
ろ
う
。
人
を
愛
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
隣
人
と
つ
な
ぎ
合
い
、
人
類
の
一
員
と
し
て
の
自
覚

に
目
覚
め
よ
う
と
恩
う
だ
ろ
う
。
愛
は
一
つ
の
行
動
で
あ
る
。
し
か
し
療
養

が
長
び
く
時
、
愛
す
る
者
が
彼
の
も
と
を
去
っ
て
行
く
こ
と
も
あ
る
。
彼
の

愛
が
酬
い
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
た
と
え
彼
の
愛
に
愛
を
も
っ
て

迎
え
て
く
れ
る
者
が
あ
っ
て
も
、
彼
が
孤
独
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
）
15
（
い
。

　

こ
こ
に
後
の
エ
ッ
セ
イ
『
愛
の
試
み
』
で
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
、
愛
す
る
と

い
う
行
為
の
考
え
が
す
で
に
読
め
る
と
い
っ
て
は
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
た
と

え
ば
「
病
者
の
心
」
で
述
べ
ら
れ
た
「
愛
を
も
っ
て
迎
え
て
く
れ
る
者
が
あ
っ
て

も
、
彼
が
孤
独
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
」
と
い
う
主
張
は
四
年
後
『
愛
の
試

み
』
の
中
で
幾
度
と
な
く
反
復
さ
れ
説
明
さ
れ
る
主
張
で
あ
る
。

　

愛
は
要
す
る
に
繰
返
し
で
あ
り
、
そ
の
繰
返
し
に
於
て
少
し
ず
つ
愛
の
自

覚
が
加
え
ら
れ
て
行
く
な
ら
ば
、
そ
れ
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
こ
れ
に
反
し
て
孤
独
は
彼
自
身
の
も
の
で
あ
り
、
初
め
も
な
く
終
り
も

な
く
、
ま
た
繰
返
し
も
な
い
。（
…
…
）
愛
は
多
く
の
場
合
、
一
種
の
幻
覚

で
あ
る
が
、
孤
独
は
紛
れ
も
な
い
人
間
の
現
実
で
あ
り
、
愛
は
成
功
す
る
と

失
敗
す
る
と
に
拘
ら
ず
、
こ
の
孤
独
を
靱
く
す
る
も
の
だ
と
言
い
た
い
の

だ
。（
…
…
）
孤
独
は
エ
ゴ
の
持
つ
闘
い
の
武
器
で
あ
り
、
愛
も
ま
た
一
種

の
闘
い
、
相
手
の
孤
独
を
所
有
す
る
試
み
な
の
で
あ
る
。（
…
…
）
愛
が
失
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敗
に
終
わ
っ
て
も
、
失
わ
れ
た
愛
を
歎
く
前
に
、
ま
ず
孤
独
を
充
実
さ
せ
て
、

傷
は
傷
と
し
て
自
己
の
力
で
癒
や
そ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
力
強
い
意
志
に

貫
か
れ
て
こ
そ
、
人
間
が
運
命
を
切
り
抜
け
て
行
く
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。

従
っ
て
愛
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
運
命
に
よ
っ
て
彼
の
孤
独
が
試
み
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
、
人
間
の
反
抗
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
）
16
（
う
。

　

福
永
に
と
っ
て
悲
劇
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
負
っ
た
傷
を
癒
や
し
、
孤
独
を
強

く
す
る
も
の
が
愛
で
あ
り
、
孤
独
を
強
く
す
る
試
み
が
愛
の
試
み
な
の
で
あ
る
。

暗
黒
意
識
が
「
人
間
の
内
部
に
う
ご
め
い
て
い
る
運
命
の
悪
意
の
よ
う
な
も
の
」

で
あ
る
な
ら
ば
、
愛
の
試
み
は
運
命
の
悪
意
に
対
す
る
人
間
の
反
抗
と
し
て
対
応

す
る
も
の
で
あ
る
。
療
養
所
に
入
所
中
、
福
永
は
当
時
の
不
安
や
恐
怖
、
孤
独
か

ら
死
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
暗
黒
意
識
と
い
う
概
念
を
作
り
出
し
た
。
そ
れ
は
先
行

研
究
の
い
う
と
こ
ろ
の
生
の
希
求
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
暗
黒
意

識
を
想
定
し
、
乗
り
越
え
る
べ
き
対
象
を
具
現
化
す
る
際
に
は
、
同
時
に
乗
り
越

え
る
方
法
論
も
想
定
し
て
い
た
。
つ
ま
り
喪
失
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
愛
す
る
対

象
を
想
定
し
て
い
た
の
だ
。
愛
と
は
生
で
あ
り
、
愛
を
試
み
る
こ
と
は
生
を
試
み

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
試
み
は
先
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う

に
、
孤
独
や
喪
失
と
い
っ
た
暗
黒
意
識
を
解
消
す
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
愛
は

暗
黒
意
識
に
飲
み
込
ま
れ
ず
に
自
ら
を
生
か
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
二
者
は
両
立

し
て
意
識
に
存
在
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
〈
暗
黒
意
識
〉
と
〈
愛
の
試
み
〉
が
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
仮
説

は
「
夜
の
時
間
」
に
お
い
て
も
立
て
ら
れ
る
。『
夜
の
三
部
作
』
の
先
の
二
作
と

比
べ
て
「
夜
の
時
間
」
は
暗
黒
意
識
を
描
き
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン

ド
を
も
内
包
し
た
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
物
語
の
最
後
に

登
場
人
物
た
ち
は
愛
を
試
み
、
各
々
の
孤
独
や
絶
望
と
い
っ
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意

識
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
、
見
事
に
そ
の
試
み
は
成
功
す
る
。
さ
ら
に
特
徴
的
な

こ
と
は
、
そ
の
愛
の
試
み
は
他
方
で
暗
黒
意
識
の
再
生
産
に
も
繋
が
る
こ
と
を
予

感
さ
せ
て
終
わ
る
。
こ
れ
は
〈
暗
黒
意
識
〉
と
〈
愛
の
試
み
〉
が
不
可
分
で
あ
り

片
方
が
独
立
し
て
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
と
示
す
。

　
「
夜
の
時
間
」
は
佐
伯
彰
一
が
述
べ
る
よ
う
に
「
ひ
と
り
の
男
と
ふ
た
り
の
女

と
、
そ
し
て
死
者
と
の
物
）
17
（
語
」
と
い
っ
た
構
図
を
示
す
。
計
三
人
の
人
物
が
、
死

者
が
象
徴
す
る
過
去
の
出
来
事
に
翻
弄
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
。
清
水
孝
純
が
「
明

ら
か
に
『
心
』
の
福
永
版
な
の
）
18
（
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
構
図
だ
け
な
ら
ば
漱
石
の

『
こ
こ
ろ
』
と
似
て
い
る
と
も
読
め
る
が
、「
夜
の
時
間
」
に
お
い
て
死
者
の
立
場

に
い
る
奥
村
次
郎
は
『
こ
こ
ろ
』
の
Ｋ
と
は
異
な
り
、
意
識
的
に
悪
意
を
も
っ
て

行
動
し
て
い
る
点
や
、『
こ
こ
ろ
』
の
先
生
が
過
去
に
よ
っ
て
死
を
選
ぶ
結
末
が

用
意
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
「
夜
の
時
間
」
は
過
去
に
囚
わ
れ
ず
に
今
を
生
き
よ

う
と
す
る
人
物
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、
両
者
は
似
て
非
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
「
夜
の
時
間
」
は
ま
ず
、
不
破
雅
之
と
及
川
文
枝
二
人
が
囚
わ
れ
て
い
た
過
去

を
乗
り
越
え
て
愛
し
合
お
う
と
し
始
め
る
物
語
が
読
み
取
れ
る
。
乗
り
越
え
ら
れ

る
過
去
と
は
、
物
語
現
在
を
基
準
に
し
て
四
年
前
に
起
き
た
共
通
の
知
人
の
自
殺

で
あ
る
。
医
学
部
に
通
う
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
テ
リ
大
学
生
で
あ
る
奥
村
次
郎
は
自

ら
が
神
で
あ
り
運
命
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
則
り
計
画
的
な
自
殺
を
試
み
る
の
だ

が
、
自
殺
直
前
に
文
枝
の
身
体
を
暴
力
に
よ
っ
て
奪
っ
た
。
こ
の
事
件
が
そ
れ
ま

で
慕
い
あ
っ
て
い
た
不
破
と
文
枝
の
仲
を
引
き
裂
き
、
物
語
現
在
ま
で
不
破
と
文
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枝
と
の
疎
遠
状
態
に
影
響
し
続
け
る
出
来
事
と
な
っ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
も
、

不
破
は
自
殺
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
文
枝
が
嘆
く
姿
を
見
て
、
彼
女
は
奥
村
を
愛
し

て
い
た
の
だ
と
誤
解
す
る
の
だ
。
実
際
の
と
こ
ろ
文
枝
は
奥
村
に
身
体
を
奪
わ
れ

た
こ
と
を
恨
み
な
が
ら
も
、
彼
が
直
後
に
自
殺
し
た
と
い
う
こ
と
に
自
責
の
念
を

感
じ
て
い
た
。
だ
が
、
不
破
は
奥
村
が
文
枝
を
強
姦
し
た
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
事
実
を
知
ら
ず
に
、
奥
村
の
自
殺
の
知
ら
せ
に
文
枝
が
涙
す
る
と
い
う
現
実

だ
け
が
彼
の
意
識
に
焼
き
付
い
て
い
た
。

　

友
人
と
愛
の
喪
失
と
し
て
、
奥
村
の
自
殺
は
不
破
の
意
識
に
記
憶
さ
れ
た
。
ま

た
、
文
枝
に
と
っ
て
は
失
恋
と
共
に
愛
し
て
も
い
な
い
相
手
に
身
体
と
精
神
を
傷

つ
け
ら
れ
た
と
い
う
喪
失
の
記
憶
／
奪
わ
れ
た
と
い
う
記
憶
と
し
て
残
っ
た
。
こ

の
誤
解
と
喪
失
の
過
去
が
二
人
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
暗
黒
意
識
の
源
泉
で
あ

る
。

　

先
に
述
べ
た
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
は
不
破
と
文
枝
が
過
去
の
誤
解
を
解
消
し
て

新
た
な
愛
を
試
み
る
と
い
う
結
末
で
あ
る
。
喪
失
の
記
憶
を
乗
り
越
え
、
改
め
て

二
人
で
愛
を
試
み
よ
う
と
す
る
場
面
は
、『
愛
の
試
み
』
や
「
病
者
の
心
」
の
主

張
を
反
復
し
て
い
る
。

　

僕
等
は
奥
村
の
よ
う
に
、
自
分
を
神
だ
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
僕

等
は
人
間
で
あ
っ
て
神
で
は
な
い
。
人
間
で
あ
る
以
上
、
こ
の
運
命
に
耐
え

る
ほ
か
な
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

│
│
で
も
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
文
枝
は
弱
々
し
く
呟
い
た
。

　

│
│
だ
か
ら
こ
そ
愛
が
必
要
な
の
だ
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
か
。

（
…
…
）
あ
い
つ
の
自
殺
は
全
く
悪
夢
の
よ
う
で
し
た
。
そ
れ
を
思
い
出
す

限
り
、
僕
等
は
い
つ
ま
で
も
こ
の
夢
に
追
い
廻
さ
れ
て
、
夜
の
明
け
る
こ
と

の
な
い
暗
闇
の
中
に
い
る
ん
で
す
。
僕
等
は
こ
の
夢
か
ら
覚
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
の
時
間
を
生
き
る
こ
と
に
あ
る
の

で
、
過
去
な
ん
か
く
そ
く
ら
え
で
す
。

　
「
夜
の
時
間
」
の
読
後
感
の
良
さ
は
、
他
の
二
作
と
比
べ
て
良
い
も
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
愛
を
試
み
よ
う
と
す
る
直
前
の
引
用
の
よ
う
な
行
為
が
、

「
冥
府
」
や
「
深
淵
」
と
は
異
な
り
成
功
す
る
か
ら
だ
。
だ
が
、「
夜
の
時
間
」
に

は
不
破
と
文
枝
の
物
語
と
は
別
に
並
列
し
て
展
開
す
る
物
語
が
あ
る
。「
夜
の
時

間
」
の
物
語
現
在
に
お
い
て
不
破
は
冴
子
と
い
う
婚
約
者
が
い
た
。
文
枝
は
冴
子

の
友
人
と
し
て
、
不
破
は
肺
病
を
病
ん
で
い
た
冴
子
の
主
治
医
と
し
て
物
語
現
在

を
生
き
て
い
た
。
偶
然
に
も
冴
子
は
不
破
と
文
枝
を
再
会
さ
せ
、
過
去
の
出
来
事

に
新
た
な
展
開
を
与
え
る
存
在
と
し
て
書
か
れ
る
。
た
と
え
ば
、
奥
村
が
自
殺
す

る
直
前
、
文
枝
を
強
姦
し
て
い
た
こ
と
を
不
破
に
教
え
た
の
は
冴
子
で
あ
る
。
冴

子
の
存
在
に
よ
っ
て
不
破
と
文
枝
が
新
た
な
愛
を
試
み
る
ま
で
に
な
っ
た
が
、
不

破
は
冴
子
と
の
婚
約
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
他
人
へ
の
何
気
な
い

親
切
に
よ
っ
て
自
身
の
運
命
が
変
わ
る
の
で
あ
る
。
自
分
は
身
を
引
き
、
共
通
の

友
人
た
ち
が
愛
を
育
む
と
い
う
、
冴
子
に
と
っ
て
は
苛
酷
な
仕
打
ち
を
甘
受
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
冴
子
の
振
る
舞
い
は
、
ま
さ
に
暗
黒
意
識
と
い
う
「
運
命
の

悪
意
」
を
体
現
し
た
も
の
と
な
る
。

　

奥
村
に
よ
っ
て
、
不
破
と
文
枝
は
友
人
と
愛
す
る
対
象
を
喪
失
し
孤
独
や
絶
望

と
い
っ
た
暗
黒
意
識
の
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
皮
肉
に
も
暗
黒
意
識
を
乗
り
越

え
よ
う
と
す
る
二
人
の
愛
の
試
み
は
、
他
方
で
冴
子
の
友
人
と
愛
す
る
対
象
を
失
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う
行
為
│
│
暗
黒
意
識
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
行
為
│
│
に
も
な
っ
て
し
ま
う
。
つ

ま
り
、〈
暗
黒
意
識
〉
を
乗
り
越
え
る
〈
愛
の
試
み
〉
は
新
た
な
〈
暗
黒
意
識
〉

を
再
生
産
さ
せ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
「
夜
の
時
間
」
の
特
徴
的
な
点
は
も
う
一
点
あ
る
。
奥
村
は
文
枝
を
強
姦
す
る

直
前
に
、
彼
女
へ
の
愛
は
な
い
と
断
っ
た
後
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
て
述
べ
る
。

　

僕
は
誰
を
も
愛
し
て
い
な
い
し
、
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
い

う
状
況
に
於
て
、
も
し
愛
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
然
的

に
暴
力
の
愛
と
い
う
形
に
な
る
。
平
等
な
愛
が
二
人
の
間
に
あ
る
の
で
は
な

く
、
行
為
者
と
犠
牲
者
と
の
間
に
暴
力
の
愛
が
あ
る
だ
け
だ
。

　

愛
と
い
う
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
言
葉
に
暴
力
性
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
示

唆
し
、
ま
さ
に
そ
の
可
能
性
を
奥
村
は
直
後
に
体
現
す
る
。「
深
淵
」
の
男
と
同

じ
く
他
者
を
道
具
化
し
よ
う
と
す
る
暴
力
が
働
い
て
い
る
点
で
、
奥
村
も
ま
た
暗

黒
意
識
と
い
う
負
の
象
徴
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
だ
が
、「
深
淵
」
の
男
と
異
な

る
点
は
、
そ
の
暴
力
も
ま
た
愛
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
点
だ
。
こ
れ
は
奥
村
に
限

ら
ず
と
も
愛
す
る
対
象
を
自
ら
に
所
有
し
よ
う
と
す
る
エ
ゴ
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

形
の
物
語
の
中
に
表
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。「
夜
の
時
間
」
に
限
っ
て
言
え
ば
、

不
破
と
文
枝
が
愛
を
再
び
試
み
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
当
然
冴
子
と
の
婚
約
の
破

棄
や
、
冴
子
と
の
愛
を
捨
て
る
必
要
が
あ
る
と
予
想
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
実
際
に
不

破
│
文
枝
は
自
身
の
愛
の
た
め
に
冴
子
を
人
身
御
供
と
し
て
、
冴
子
の
前
か
ら

去
っ
た
。〈
暗
黒
意
識
〉
が
〈
愛
の
試
み
〉
を
内
包
し
た
意
識
で
あ
る
の
と
同
じ
く
、

〈
愛
の
試
み
〉
は
〈
暗
黒
意
識
〉
を
内
包
し
て
し
ま
う
試
み
な
の
で
あ
る
。

　

冴
子
は
不
破
と
の
婚
約
が
破
棄
さ
れ
、
い
わ
ば
不
破
へ
の
愛
の
試
み
が
失
敗
し

た
こ
と
に
よ
り
暗
黒
意
識
が
内
部
に
生
じ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
感
じ
始
め
た
。
そ
の

一
方
で
冴
子
は
自
分
の
孤
独
を
見
つ
め
よ
う
と
す
る
。〈
暗
黒
意
識
〉
が
生
じ
始

め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
内
包
さ
れ
た
〈
愛
の
試
み
〉
を
も
生
じ
始
め
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
の
試
み
は
不
破
│
文
枝
と
異
な
り
、
自
ら
を
愛
す
る
試
み
と

な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
「
夜
の
時
間
」
は
終
わ
る
。

　

死
ん
で
し
ま
え
ば
す
べ
て
の
不
安
か
ら
救
わ
れ
る
、
と
冴
子
は
考
え
た
。

あ
た
し
自
身
が
消
滅
す
る
こ
と
で
、
あ
た
し
は
誰
か
ら
も
無
関
係
に
な
れ

る
。
病
気
と
か
、
愛
と
か
、
生
き
る
希
望
と
か
、
す
べ
て
の
煩
わ
し
い
こ
と

か
ら
解
き
放
た
れ
て
、
自
由
に
な
れ
る
。（
…
…
）
し
か
し
生
き
な
け
れ
ば
。

（
…
…
）
あ
た
し
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
生
き
る
の
だ
ろ
う
。
不
安
に
耐
え
切

れ
な
く
な
り
、
今
に
も
自
殺
し
て
し
ま
い
そ
う
な
、
か
弱
い
、
引
き
ず
ら
れ

や
す
い
あ
た
し
と
い
う
も
の
と
、
や
っ
ぱ
り
生
き
た
い
、
自
分
の
世
界
を
た

だ
そ
の
存
在
の
故
に
大
事
に
し
た
い
と
少
し
ず
つ
虚
無
へ
の
欲
望
に
打
克
っ

て
行
く
よ
う
な
ふ
う
に
、
│
│
勇
ま
し
く
、
元
気
に
、
希
望
に
充
ち
て
生
き

て
行
く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
不
安
に
包
ま
れ
、
吐
く
一
息
ご
と
に
怯
え
、

自
分
の
孤
独
を
悲
し
み
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
絶
望
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
少
し

ず
つ
、
人
間
ら
し
く
、
本
当
の
あ
た
し
と
い
う
も
の
を
生
か
す
た
め
に
、
せ

め
て
こ
の
孤
独
を
靱
く
す
る
た
め
に
、
│
│
そ
う
い
う
ふ
う
に
生
き
る
だ
ろ

う
。

　

奥
村
の
自
殺
は
冴
子
と
い
う
当
該
の
出
来
事
に
直
接
関
係
の
無
い
人
に
も
暗
黒
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意
識
を
生
じ
さ
せ
る
遠
因
と
な
っ
た
。
最
初
は
奥
村
と
い
う
暗
黒
意
識
の
象
徴
的

人
物
が
不
破
と
文
枝
の
間
で
働
き
、
そ
し
て
終
り
に
は
冴
子
の
存
在
と
行
動
と
い

う
運
命
の
悪
意
が
三
人
の
間
で
働
い
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
一
組
の
愛
が
、
他
者
の

犠
牲
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
結
果
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
冴
子
が
絶
望
的
な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
結
末
に
こ
そ
「
夜
の
時
間
」

が
、
さ
ら
に
は
『
夜
の
三
部
作
』
が
書
か
れ
た
意
味
が
あ
る
の
だ
と
考
え
る
。
病

と
い
う
自
身
の
力
で
は
抗
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
に
対
し
て
、
ま
た
自
分
の
行

い
に
よ
っ
て
恋
人
が
目
の
前
か
ら
去
っ
た
現
実
に
対
し
て
、
冴
子
は
身
体
も
精
神

も
自
ら
の
力
で
癒
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
冴
子
は
愛
を
失
い

な
が
ら
も
、
自
ら
の
孤
独
を
直
視
し
、
生
き
よ
う
と
決
意
し
た
。
暗
黒
意
識
を
乗

り
越
え
る
方
法
の
一
つ
と
し
て
、
不
破
│
文
枝
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
を
迎
え
る
童

話
の
よ
う
な
愛
の
試
み
が
あ
る
と
し
た
ら
、
現
実
的
な
も
う
一
つ
の
方
法
が
冴
子

の
行
き
着
い
た
よ
う
な
決
意
、
自
ら
の
内
部
に
あ
る
暗
黒
意
識
を
直
視
し
逃
げ
ず

に
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
決
意
と
い
っ
た
孤
独
へ
の
愛
の
試
み
が
あ
る
。

　

誰
か
と
の
愛
に
依
存
す
る
の
で
は
な
く
「
失
わ
れ
た
愛
を
歎
く
前
に
、
ま
ず
孤

独
を
充
実
さ
せ
て
、
傷
は
傷
と
し
て
自
己
の
力
で
癒
や
そ
う
と
す
）
19
（
る
」
こ
と
に
運

命
に
対
す
る
人
間
の
反
抗
と
し
て
の
愛
の
試
み
の
本
来
の
意
味
が
あ
る
の
だ
と
す

れ
ば
、
福
永
に
と
っ
て
愛
の
試
み
と
は
孤
独
を
愛
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。

５　
『
夜
の
三
部
作
』
以
後

　

福
永
が
療
養
所
内
で
構
想
し
た
〈
暗
黒
意
識
〉
と
い
う
死
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
生

を
希
求
す
る
〈
愛
の
試
み
〉
と
不
可
分
な
概
念
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
生
を
求
め

る
た
め
に
、
内
部
に
切
迫
す
る
語
り
え
な
い
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
極
め
て
抽
象
的
に

言
語
化
し
乗
り
越
え
る
と
い
う
、
自
ら
の
入
所
時
の
意
識
に
お
け
る
戦
略
と
符
合

す
る
か
ら
だ
。「
冥
府
」
と
同
時
期
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
）
20
（
た
と
さ
れ
る
『
死
の
島
』

に
お
い
て
も
〈
暗
黒
意
識
〉
が
描
か
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
入
所
時
の
体
験

か
ら
、
福
永
作
品
の
主
題
、
方
法
論
が
決
ま
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
退

所
直
後
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
福
永
武
彦
と
い
う
作
家
の
ス
タ
イ
ル
が
ど
の
よ
う
に
決

ま
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
は
ま
ず
〈
暗
黒
意
識
〉
を
主
題
に
し
た
『
夜

の
三
部
作
』
は
避
け
ら
れ
な
い
。
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
〈
暗
黒
意
識
〉
は
愛
や

そ
れ
に
伴
う
孤
独
と
い
う
も
の
と
不
可
分
の
概
念
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
従
来

の
福
永
武
彦
作
家
・
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
│
│
た
と
え
ば
全
集
の
帯
の
文
章
「
孤
独

と
愛
と
死
と
藝
術
と
を
凝
視
し
つ
づ
け
た
福
永
作
品
」
│
│
は
療
養
所
を
退
所
し

『
夜
の
三
部
作
』
を
書
い
て
ゆ
く
昭
和
二
九
年
か
ら
、『
愛
の
試
み
』
を
書
く
に
至

る
昭
和
三
一
年
の
約
二
年
間
の
仕
事
に
よ
っ
て
印
象
強
い
も
の
に
な
っ
た
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
当
時
の
テ
ク
ス
ト
を
読
め
ば
、「
孤
独
を
所
有
す
る
試
み
」
が
愛

で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
本
稿
で
述
べ
た
こ
と
だ
が
、〈
暗
黒
意
識
〉
と
い
う
死
の

イ
メ
ー
ジ
は
愛
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
と
も
不
可
分
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、

〈
暗
黒
意
識
〉
に
お
い
て
も
、
愛
す
る
と
い
う
行
為
に
お
い
て
も
、
自
他
そ
れ
ぞ

れ
を
傷
つ
け
る
暴
力
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
福
永
作
品
の

表
面
的
な
主
題
は
確
か
に
「
孤
独
」、「
愛
」、「
死
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

『
夜
の
三
部
作
』
を
読
め
ば
、
自
ら
の
「
孤
独
」
を
侵
す
他
者
を
拒
絶
し
、
自
ら

の
「
愛
」
を
通
す
た
め
に
犠
牲
を
他
者
に
強
い
り
、
自
ら
を
叱
責
す
る
罪
悪
感
と

そ
れ
の
極
限
と
し
て
「
死
」
が
描
か
れ
て
お
り
、
先
の
語
群
に
は
暴
力
が
先
行
し

て
働
い
て
い
る
。

　

福
永
武
彦
と
い
う
作
家
は
「
孤
独
と
愛
と
死
と
藝
術
と
を
凝
視
し
つ
づ
け
た
」
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と
読
ま
れ
る
よ
り
以
前
に
、
人
間
の
諸
活
動
に
付
随
し
て
し
ま
う
暴
力
を
細
や
か

に
見
詰
め
つ
づ
け
た
作
家
と
し
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

注（
1
）  

福
永
武
彦
・『
福
永
武
彦
全
集
第
三
巻
』・
新
潮
社
・
一
九
八
七
年
十
月
・
四
九
四
頁
。

（
2
）  

「
冥
府
」
は
第
二
短
篇
集
『
冥
府
』（
昭
和
二
九
年
八
月
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
）
に
、

「
深
淵
」
は
『
冥
府
・
深
淵
』（
昭
和
三
一
年
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
）
に
収
め
ら
れ
る
。

両
者
は
『
冥
府
・
深
淵
』
で
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、「
夜
の
時
間
」
は
河
出

書
房
か
ら
新
書
版
で
刊
行
さ
れ
た
の
み
で
、
先
の
二
作
品
と
共
に
纏
め
ら
れ
る
の
は
、
そ

れ
ら
が
『
夜
の
三
部
作
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
昭
和
四
四
年
が
初
め
て
で
あ
る
。

（
3
）  

福
永
武
彦
・『
福
永
武
彦
全
集
第
三
巻
』・
新
潮
社
・
一
九
八
七
年
十
月
・
四
九
五
│
四

九
六
頁
。

（
4
）  

福
永
武
彦
・『
福
永
武
彦
全
小
説
集
第
三
巻
』・
新
潮
社
・
一
九
七
四
年
十
月
・
五
頁
。

（
5
）  

源
高
根
・「
編
年
体
・
評
伝
福
永
武
彦
」・『
國
文
學　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
五

巻
九
号
・
至
文
堂
・
一
九
八
〇
年
七
月
。
源
の
評
伝
に
よ
る
と
昭
和
二
五
年
一
二
月
に
妻

澄
子
と
協
議
離
婚
し
て
い
る
。

（
6
）  

柘
植
光
彦
・「
主
要
モ
チ
ー
フ
か
ら
み
た
福
永
武
彦
」・『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
第

三
九
巻
二
号
・
至
文
堂
・
一
九
七
四
年
二
月
。

（
7
）  

柘
植
光
彦
（
注
6
）。
及
び
、
清
水
徹
・「
福
永
武
彦
に
お
け
る
《
暗
黒
意
識
》」・『
國

文
學　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
一
七
巻
一
四
号
・
學
燈
社
・
一
九
七
二
年
十
一
月
。

（
8
）  

長
田
弘
・「
福
永
武
彦
の
文
学
」、
福
永
武
彦
『
夜
の
三
部
作
』
所
収
、
講
談
社
・
一
九

七
一
年
・
四
一
二
│
四
一
三
頁
。
及
び
、
加
賀
乙
彦
・「
暗
黒
と
罪
の
意
識
『
死
の
島
』」・

『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
第
四
二
巻
九
号
・
至
文
堂
・
一
九
七
七
年
七
月
。

（
9
）  

福
永
武
彦
・『
福
永
武
彦
全
集
第
十
四
巻
』・
新
潮
社
・
一
九
八
六
年
十
一
月
・
一
二
六

頁
。
初
出
は
「
病
者
の
心
」・『
保
健
同
人
』
一
九
五
二
年
七
月
号
。

（
10
）  

こ
こ
で
は
「
悲
哀
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」・『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集　

第
六
巻
』・
井
村
恒
郎　

訳
・
人
文
書
院
・
一
九
七
〇
年
三
月
。
及
び
「
喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」・『
人
は
な
ぜ
戦
争

を
す
る
の
か
』・
中
山
元　

訳
・
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
を
参
考
に
し
て
ま
と
め
た
。
な

お
鉤
括
弧
内
の
引
用
は
中
山
元
の
翻
訳
で
あ
る
。

（
11
）  

注
4
に
同
じ
。

（
12
）  

『
夜
の
時
間
』
は
雑
誌
『
文
藝
』
昭
和
三
十
年
五
・
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
、
書
き
下
ろ

し
を
加
え
同
年
七
月
に
河
出
書
房
か
ら
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
る
。『
愛
の
試
み
』
も
雑
誌

『
文
藝
』
昭
和
三
十
一
年
一
月
号
よ
り
六
月
号
ま
で
の
誌
上
に
『
新
恋
愛
論
』
の
名
で
掲

載
さ
れ
、
同
年
六
月
に
河
出
書
房
か
ら
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
る
。

（
13
）  

福
永
武
彦
・『
福
永
武
彦
全
集
第
四
巻
』・
新
潮
社
・
一
九
八
七
年
七
月
・
四
九
四
頁
。

（
14
）  

福
永
武
彦
・『
福
永
武
彦
全
集
第
四
巻
』・
新
潮
社
・
一
九
八
七
年
七
月
・
三
六
八
│
三

六
九
頁
。

（
15
）  

福
永
武
彦
・『
福
永
武
彦
全
集
第
十
四
巻
』・
新
潮
社
・
一
九
八
六
年
十
一
月
・
一
二
六

頁
。
初
出
は
「
病
者
の
心
」・『
保
健
同
人
』
一
九
五
二
年
七
月
号
。

（
16
）  

福
永
武
彦
・『
福
永
武
彦
全
集
第
四
巻
』・
新
潮
社
・
一
九
八
七
年
七
月
・
四
八
六
頁
。

（
17
）  

『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書　

大
岡
昇
平
・
福
永
武
彦
集
』・
有
精
堂
。
初
出
は
「
日
本

図
書
新
聞
」
九
月
号
・
一
九
五
五
年
。

（
18
）  

清
水
孝
純
・「
福
永
武
彦
、史
的
位
置
づ
け
の
試
み
」・『
國
文
學　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

第
二
五
巻
九
号
・
至
文
堂
・
一
九
八
〇
年
七
月
。

（
19
）  

福
永
武
彦
・『
福
永
武
彦
全
集
第
四
巻
』・
新
潮
社
・
一
九
八
七
年
七
月
・
四
八
六
頁
。

（
20
）  

福
永
武
彦
・「「
冥
府
」
初
版
ノ
オ
ト
」・『
福
永
武
彦
全
集
第
三
巻
』・
新
潮
社
・
一
九

八
七
年
十
月
・
四
九
二
頁
。

※ 

『
夜
の
三
部
作
』
の
本
文
引
用
は
『
福
永
武
彦
全
集
第
三
巻
』（
新
潮
社
・
一
九
八
七
年
十
月
）

に
拠
る
。
そ
の
他
、
同
作
品
に
関
わ
る
序
文
や
附
記
も
同
文
献
に
拠
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
の

都
度
注
記
し
た
。


