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佐
々
木
涼
子

結
局
の
と
こ
ろ
、
問
題
は
ど
う
生
き
る
か
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
フ
ラ
ン
ス
の
小
説

と
日
本
の
小
説
に
つ
い
て
考
え
て
い
て
も
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
思
い
は
そ
こ
に
ぶ
ち
あ

た
る
。

馬
鹿
ば
か
し
い
、
そ
ん
な
こ
と
は
当
り
前
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
、
と
お
思
い
だ
ろ
う

か
。
か
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
「
小
説
は
街
道
ぞ
い
に
動
き
ま
わ
る
鏡
」
で
は
な
い
が
、

青
い
空
の
よ
う
に
美
し
い
こ
と
も
、
ぬ
か
る
み
の
泥
水
の
よ
う
に
醜
い
こ
と
も
あ
る
こ

の
世
の
中
を
描
く
の
が
小
説
と
い
う
も
の
な
の
だ
か
ら
、
人
の
生
き
方
が
問
題
で
あ
る

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
。
さ
れ
ば
こ
そ
我
が
国
の
坪
内
這
遥
も
、

小
説
の
主
脳
は
人
情
な
り
、
世
態
風
俗
こ
れ
に
次
ぐ
。
（
…
）
よ
ろ
し
く
心
理

学
の
道
理
に
基
づ
き
、
そ
の
人
物
を
ば
仮
作
る
べ
き
な
り
。
か
り
に
も
お
の
れ
が

つ

く

意
匠
を
も
っ
て
、
強
い
て
人
情
に
悖
戻
せ
る
、
否
、
心
理
学
に
戻
れ
る
人
物
な
ん

は
い
れ
い

も
と

ど
を
仮
作
り
い
だ
さ
ば
、
そ
の
人
物
は
巳
に
既
に
人
間
世
界
の
者
に
あ
ら
で
、
作

す
で

す
で

者
が
想
像
の
人
物
な
る
か
ら
、
そ
の
脚
色
は
巧
み
な
り
と
も
、
そ
の

譚

は
奇

も
の
が
た
り

な
り
と
い
ふ
と
も
、
之
を
小
説
と
は
言
ふ
べ
か
ら
ず
。

（
『
小
説
神
髄
』
）

と
言
っ
た
で
は
な
い
か
。
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
の
考
え
て
い
る
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こ
と
と
、
い
さ
さ
か
違
う
。
い
や
、
ま
っ
た
く
違
う
。

私
の
考
え
て
い
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説
は
人
間
社
会
な
ど
描
か
な
く

と
も
よ
い
。
複
数
の
人
間
の
織
り
な
す
ド
ラ
マ
や
ス
ト
ー
リ
ー
な
ど
無
く
て
も
よ
い
。

極
端
な
こ
と
を
言
え
ば
、
ま
っ
た
く
人
間
が
登
場
し
な
く
て
も
よ
い
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
問
題
は
ひ
と
え
に
、
人
は
い
か
に
生
き
る
か
の
一
点
に
懸
か
っ
て
い
る
。

こ
と
ば
を
変
え
て
言
う
な
ら
ば
、
小
説
と
は
、
人
間
の
生
き
て
い
る
さ
ま
を
描
く
も

の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
小
説
が
人
間
を
生
き
る
の
で
あ
る
。
小
説
に
よ
っ

て
人
間
的
な
も
の
が
生
き
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
様
式
・
方
式
が
、
日
本
の

小
説
と
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
と
で
違
っ
て
い
る
。
ほ
ん
の
僅
か
だ
が
、
し
か
し
決
定
的
に
、

原
理
原
則
の
レ
ベ
ル
で
異
な
っ
て
い
る
。

命
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
そ
れ
に
か
ぎ
ら
ず
、
何
と
も
良
い
加
減
な
も
の
で
、
作

り
出
さ
れ
る
時
の
状
況
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
ま
で
も
な
く
、
実
に
切
実
で
あ
る
一
面
、

こ
れ
ほ
ど
無
責
任
な
も
の
は
な
い
。
命
の
本
然
は
た
ぶ
ん
、
そ
の
や
み
く
も
な
無
責
任

さ
の
中
に
あ
る
の
で
、
自
分
が
生
み
出
す
べ
き
命
の
先
行
き
に
つ
い
て
責
任
を
感
じ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
恐
ら
く
、
ヒ
ト
と
い
う
動
物
が
進
化
し
す
ぎ
た
こ
と
の

証
拠
で
も
あ
れ
ば
、
も
は
や
絶
滅
す
る
し
か
無
い
と
い
う
こ
と
の
予
兆
で
も
あ
る
。

ま
し
て
生
み
出
さ
れ
た
命
の
側
に
し
て
み
れ
ば
、
自
分
の
命
に
責
任
の
取
り
よ
う
な

ど
は
あ
る
は
ず
も
な
く
、
そ
も
そ
も
人
が
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
始
め
る
の
は
す
で
に
人

生
の
半
ば
以
上
を
生
き
て
し
ま
っ
た
後
で
し
か
な
い
。

だ
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
始
め
る
か
は
ま
っ
た
く
問
題
で
は
な
い
。
ま
た
、
ど
の
よ
う

な
状
況
に
遭
遇
す
る
か
、
そ
の
と
き
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
、
大
し

て
問
題
で
は
な
い
。
と
も
か
く
も
生
き
て
み
る
し
か
な
い
。
と
り
あ
え
ず
そ
れ
以
外
に

方
法
は
な
い
。
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
と
も
か
く
も
生
き
て
い
る
う
ち
に
、
ど
こ
か
に
、

何
か
が
溜
っ
て
く
る
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
れ
を
ど
う
に
か
し
な
い
で
は
、
ど

う
に
も
な
ら
な
く
な
る
。
ど
う
に
も
な
ら
な
い
か
ら
ど
う
に
か
し
な
く
ち
ゃ
、
と
い
う

こ
と
が
、
第
一
の
問
題
に
な
る
。
既
に
問
題
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
こ
ろ
ま
で
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る
時
、
否
で
も
応
で
も
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
。

い
つ
の
間
に
か
、
知
ら
ぬ
う
ち
に
、
問
題
は
も
う
九
割
が
た
煮
詰
ま
っ
て
今
に
も
焦
げ

つ
き
そ
う
な
の
だ
が
、
さ
て
，
い
っ
た
い
何
を
ど
う
し
た
ら
良
い
の
だ
ろ
う
…
と
、
こ



- 3 -

物語の終わる時 IV

― 日本の小説・フランスの小説 7 ―

こ
ま
で
来
て
、
さ
て
そ
れ
か
ら
が
本
番
で
あ
る
。
予
行
演
習
な
し
で
の
っ
け
か
ら
本
番

で
あ
る
。
溢
れ
そ
う
な
何
か
を
、
ど
う
発
散
す
る
か
、
ど
う
始
末
す
る
か
…
。

人
生
は
ゴ
ミ
処
理
に
似
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
ス
タ
ー
ト
か
ら
し
て
、
あ
れ
は
結
局

ゴ
ミ
処
理
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
気
が
つ
く
と
す
で
に
形
を
な
し
て
し
ま
っ
て

い
る
そ
の
何
か
を
、
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
呼
ん
で
も
い
い
し
、
ま
た
妄
執
と
呼
ん
で
も
い
い
。

恋
と
呼
ぶ
も
自
由
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
現
れ
よ
う
は
、
悩
み
で
あ
り
、
苦
し
み
で
あ
り
、
痛
み
で
あ

る
。
悩
ま
し
く
、
か
つ
苦
し
い
か
ら
、
何
と
か
し
て
こ
れ
を
振
り
捨
て
た
い
と
思
う
。

解
放
さ
れ
た
い
と
願
う
。
そ
れ
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
当
面
の
目

標
に
な
る
。
何
が
何
で
も
そ
れ
し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
る
。.

そ
し
て
た
い
て
い
は
、
そ

の
時
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
誰
か
に
取
り
付
い
て
、
こ
れ
を
夢
中
で
愛
し
た
り
、
あ

る
い
は
憎
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
悩
み
も
苦
し
み
も
、
そ
の
誰
か
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
勘
違
い
し
て
、
当
の
相
手
の
真
実
さ
え
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
思

い
乱
れ
て
、
我
を
忘
れ
た
盲
目
の
挙
句
が
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
命
を
作
り
出
す
と
い
う

究
極
の
無
責
任
に
走
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
っ
と
も
安
直
で
、
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ

た
や
り
か
た
で
あ
っ
て
、
端
の
と
や
か
く
言
う
筋
で
は
な
い
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
無
我

夢
中
と
は
こ
の
こ
と
で
、
相
手
も
わ
き
ま
え
ず
我
な
ら
ぬ
他
者
に
取
り
付
き
、
は
た
ま

た
そ
の
行
く
末
も
定
か
で
な
い
の
に
、
我
な
ら
ぬ
他
者
を
人
生
の
荒
波
に
放
り
出
す
の

だ
か
ら
、
無
自
覚
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
あ
る
ま
い
。
結
局
は
あ
な
た
任
せ
の
出
た
と

こ
勝
負
。
い
ま
だ
《
生
き
方
》
の
問
題
以
前
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
心
も
と
な
い
。
も
ち
っ
と
ま
し
な
自
覚
と
責
任
の
あ
る
《
生

き
方
》
に
到
達
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
こ
れ
は
要

す
る
に
ゴ
ミ
処
理
の
問
題
な
の
で
、
燃
や
す
な
り
、
土
に
埋
め
る
な
り
、
そ
の
プ
ロ
セ

ス
を
熟
考
し
、
習
得
し
、
実
行
し
て
、
ゴ
ミ
の
無
い
理
想
的
な
状
態
を
実
現
し
よ
う
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
は
い
え
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
取
り
も
直
さ
ず
ゴ
ミ
を
生
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る

の
だ
し
、
そ
も
そ
も
命
は
無
責
任
さ
の
中
に
こ
そ
そ
の
本
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る

も
の
な
の
だ
か
ら
、
自
覚
と
責
任
の
あ
る
《
生
き
方
》
の
ほ
う
が
そ
う
で
な
い
人
生
に

比
べ
て
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
、
良
い
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
無
い
。
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少
な
く
と
も
、
私
は
そ
う
は
考
え
な
い
。
無
自
覚
に
無
責
任
に
、
多
量
の
ゴ
ミ
を
作
り
、

そ
れ
に
埋
も
れ
、
ま
た
見
境
い
も
な
く
あ
た
り
に
振
撒
い
て
、
ひ
と
の
迷
惑
な
ど
少
し

も
考
え
ず
に
生
き
る
の
が
本
当
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
恥
も
外
聞
も
な
く
、
泣

い
た
り
わ
め
い
た
り
怒
っ
た
り
し
て
、
そ
れ
で
も
元
気
に
生
き
て
い
け
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
こ
そ
最
高
だ
と
思
っ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
こ
こ
で
言
う
ゴ
ミ
と
は
す
な
わ
ち
悩
み
苦
し
み
の
代
名
詞
で
、
だ
か
ら
そ

の
よ
う
な
ゴ
ミ
と
は
で
き
る
だ
け
関
わ
り
を
も
た
ず
に
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
の

は
、
他
で
も
な
い
、
自
己
保
身
の
た
め
で
あ
る
。
自
覚
と
言
い
責
任
と
思
う
の
も
、
つ

ま
り
は
自
分
が
弱
い
か
ら
で
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
そ
れ
以
上
の
こ
と
で
は
な
い
。

で
き
る
こ
と
な
ら
、
悩
み
や
苦
し
み
と
い
う
ゴ
ミ
は
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
捨
て
て
し
ま

い
た
い
。
し
か
し
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
ゴ
ミ
を
作
る
と
い
う
こ
と
。
本
当

に
ゴ
ミ
の
無
い
状
態
を
願
う
な
ら
、
死
ん
で
し
ま
う
以
外
に
道
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、

こ
の
世
に
生
き
て
、
そ
れ
が
た
め
に
溜
っ
て
し
ま
っ
た
ゴ
ミ
の
消
滅
を
思
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
が
一
番
順
当
な
考
え
方
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
真
に
自
覚
的
に
生
き
る
と
い

う
こ
と
は
、
完
壁
な
死
に
方
へ
向
け
て
自
己
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う

し
、
そ
れ
以
前
に
、
上
手
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
た
ぶ
ん
、
小
刻
み
に
少
し
ず
つ
死

ぬ
こ
と
を
繰
返
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

《
生
き
方
》
即
ち
《
死
に
方
》
で
あ
る
所
以
だ
。

そ
の
よ
う
な
命
の
あ
り
よ
う
と
、
小
説
は
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
言
葉
を
か
え
れ

ば
、
優
れ
た
小
説
は
そ
れ
自
体
が
命
で
あ
る
。
描
き
出
し
て
い
る
も
の
が
、
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
が
生
命
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
か
、
登
場
人
物
は
死
ぬ
と
は
か

ぎ
ら
な
い
が
、
小
説
は
終
わ
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
、
命
と
同
じ
よ
う
に
…
。

そ
し
て
命
と
同
じ
よ
う
に
、
た
ぶ
ん
小
説
は
ど
ん
な
始
ま
り
方
を
し
て
も
構
わ
な
い
。

良
い
加
減
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
見
事
な
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ

が
証
拠
に
は
、
名
作
と
い
わ
れ
る
も
の
の
書
き
出
し
、
も
し
く
は
繰
返
し
人
の
口
に
上

る
有
名
な
冒
頭
第
一
句
の
、
な
ん
と
無
意
味
な
こ
と
か
。

国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
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は
た
ま
た
、

長
い
こ
と
私
は
宵
寝
に
慣
れ
て
き
た
．

い
ず
れ
も
、
出
典
を
言
う
気
に
す
ら
な
ら
な
い
名
作
の
、
最
も
印
象
的
な
文
章
で
あ

る
。
し
か
し
た
ぶ
ん
こ
れ
ら
の
冒
頭
が
優
れ
て
い
る
真
の
理
由
は
、
そ
れ
が
ま
っ
た
く

意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
は
っ
き
り
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
ど
ち
ら
も

読
ん
だ
だ
け
で
は
、
そ
れ
が
ど
う
し
た
、
と
言
い
た
い
よ
う
な
無
意
味
な
こ
と
ば
だ
。

も
っ
と
も
無
意
味
と
い
っ
て
も
、
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
中
で
、
「
私
」
の
友

人
の
ブ
ロ
ッ
ク
が
ル
コ
ン
ト
・
ド
・
リ
ー
ル
の
詩
句
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
「
何
も
意

味
し
な
い
と
い
う
至
高
の
価
値
」
と
は
い
さ
さ
か
趣
を
異
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
あ
れ

は
こ
と
ば
と
い
う
も
の
の
、
い
わ
ば
造
形
的
な
美
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
し
、
こ

ち
ら
の
無
意
味
は
、
い
う
な
ら
ば
赤
ん
坊
の
無
心
で
あ
る
。

さ
り
げ
な
く
始
ま
る
の
が
良
い
。
意
味
を
込
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
難
し
い
の

だ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
「
始
め
」
と
は
他
の
も
の
の
後
に
必
ず
し
も

従
わ
な
い
か
ら
、
何
も
の
と
も
呼
応
す
る
必
要
が
な
い
。
呼
応
す
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は

次
の
レ
ベ
ル
、
す
な
わ
ち
読
み
直
し
の
段
階
で
の
こ
と
で
、
そ
う
な
る
と
プ
ル
ー
ス
ト

の
よ
う
に
冒
頭
が
小
説
全
体
か
ら
の
逆
照
射
を
浴
び
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
う
る

が
、
し
か
し
そ
の
場
合
で
す
ら
、
第
一
句
そ
の
も
の
の
存
在
感
は
そ
の
表
向
き
の
無
作

為
、
無
頓
着
の
な
か
に
あ
る
。

そ
れ
に
ひ
き
か
え
終
わ
り
の
文
章
の
重
要
性
は
否
定
し
よ
う
も
な
い
。
と
も
か
く
も

今
の
今
ま
で
読
ん
で
き
た
作
品
の
、
そ
の
進
行
に
文
字
ど
お
り
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
も
の

で
あ
る
。
ま
だ
読
者
の
記
憶
に
生
々
し
い
、
と
い
う
よ
り
は
現
に
そ
れ
に
包
ま
れ
て
い

る
高
揚
を
支
え
、
か
つ
締
め
く
く
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
作
品

全
体
と
呼
応
し
、
こ
れ
を
担
う
も
の
で
あ
る
。

だ
が
終
わ
り
の
文
章
が
重
要
な
の
は
、
単
に
そ
れ
が
作
品
全
体
を
締
め
く
く
る
も
の

だ
か
ら
で
は
な
い
。
物
語
の
進
行
に
つ
れ
て
蓄
積
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
結
末
に
お

い
て
発
散
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
文
章
を
書
き
、
か
つ
は
読
む
と
い
う
苦
役
か
ら
解
放
さ

れ
た
理
想
的
な
状
態
が
出
現
す
る
か
ら
だ
。
終
わ
り
の
文
章
が
表
現
す
る
の
は
、
い
ま
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終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
物
語
全
体
で
あ
る
よ
り
は
な
お
、
そ
の
よ
う
な
究
極
の
理
想
境

で
あ
る
。

な
べ
て
も
の
ご
と
が
終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
か
ら
現
在
へ
、
そ
し
て
現
在
か

ら
未
来
へ
と
、
絶
間
な
く
変
化
し
つ
づ
け
て
止
む
こ
と
の
な
い
時
間
の
鎖
を
振
り
ほ
ど

く
こ
と
だ
。
と
い
う
こ
と
は
も
う
こ
の
先
、
事
態
が
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
。
変
わ
ら
ず
に
、
未
来
永
劫
に
わ
た
っ
て
、
こ
の
状
態
が
固
定
さ
れ
た
ま
ま

持
続
し
て
い
く
。
つ
ま
り
永
遠
で
あ
る
。

ひ
と
つ
の
状
態
が
ま
っ
た
く
変
化
し
な
い
で
持
続
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
い
か
な

る
不
調
和
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
べ
て
に
無
理
が
な
く
、
完
全
に
調
和
し
て
い
る

こ
と
。
さ
も
な
い
と
、
無
理
は
痛
み
を
生
じ
、
不
均
衡
は
抑
圧
を
呼
ぶ
。
不
完
全
な
消

耗
が
ゴ
ミ
を
し
こ
た
ま
作
り
出
す
。
パ
ッ
シ
ョ
ン
や
妄
執
が
ふ
く
れ
あ
が
り
、
何
は
と

も
あ
れ
こ
の
状
態
だ
け
は
耐
え
が
た
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
の
こ
と
も
考
え
ず

行
動
に
走
る
。
つ
ま
り
は
、
ま
た
も
、
や
み
く
も
に
生
き
る
。

終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
瞬
か
ら
一
瞬
へ
の
絶
間
な
い
変
化
、
継
起
、
そ
し
て
意

味
の
発
生
を
、
永
遠
と
い
う
完
壁
な
無
意
味
に
昇
華
さ
せ
る
こ
と
。
そ
の
な
か
に
、
終

わ
っ
て
し
ま
っ
た
事
柄
に
含
ま
れ
て
い
た
意
味
の
す
べ
て
が
映
し
出
さ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
で
も
な
お
新
し
い
意
味
や
変
化
を
生
じ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
、
そ

れ
ほ
ど
不
動
の
調
和
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

物
語
も
ま
た
終
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
生
命
が
死
な
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う

に
、
は
た
ま
た
恋
が
終
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、
終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
必

然
な
の
だ
が
、
し
か
し
不
思
議
な
こ
と
に
、
物
語
が
終
わ
る
と
い
う
現
実
に
抵
抗
す
る

人
は
少
な
い
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
命
は
、
自
分
の
そ
れ
で
あ
れ
愛
す
る
者
の
そ
れ
で
あ

れ
、
い
つ
か
は
終
わ
る
と
い
う
真
実
を
真
っ
向
か
ら
素
直
に
受
入
れ
る
の
は
と
て
も
難

し
い
。
ま
し
て
恋
の
熱
情
は
、
ひ
と
昔
ふ
た
昔
を
振
り
返
っ
て
み
た
だ
け
で
、
他
人
事

で
は
な
い
自
分
の
こ
と
と
し
て
何
度
も
覚
え
の
あ
る
こ
と
な
の
に
、
ど
う
し
て
人
は
、

こ
の
恋
ば
か
り
は
終
わ
る
こ
と
が
な
い
な
ど
と
、
本
気
で
信
じ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

思
う
に
、
人
は
願
っ
た
り
信
じ
た
り
と
い
う
こ
と
を
よ
ほ
ど
良
い
加
減
に
行
う
の
で
あ

る
に
ち
が
い
な
い
。
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さ
て
、
物
語
が
終
わ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
も
完
壁
に
終
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
よ
う
な
不
動
の
持
続
を
開
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
瞬
一
瞬
を
生
き
続
け
た
そ
の

結
果
と
し
て
の
死
の
よ
う
に
、
一
行
一
行
を
書
き
、
読
み
つ
な
い
だ
結
果
と
し
て
の
終

わ
り
の
文
章
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
完
全
な
永
遠
、
も
し
く
は
完
全
な
虚
無
を
表
現
す
る

は
ず
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

勿
論
、
こ
う
し
て
物
語
が
終
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
永
遠
の
あ
り
よ
う
は
、

け
っ
し
て
単
一
の
も
の
で
は
な
い
。
物
語
の
死
た
る
終
わ
り
は
そ
の
生
に
応
え
る
も
の

で
あ
っ
て
、
生
は
そ
の
内
容
が
ま
こ
と
に
も
っ
て
千
差
万
別
だ
か
ら
、
終
わ
り
が
単
一

で
な
い
の
は
当
り
前
な
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
は
質
的
に
、
ま
た
内
容
的
に
、

奇
妙
な
類
型
性
も
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
少
な
く
と
も
物
語
の
終
わ
り
方
は
、

そ
の
作
品
構
造
や
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
図
式
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
と
ば
を
変
え
て
言
う
な
ら
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
群

（
あ
る
い
は
西
欧
の
小
説
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
）
は
、
ど
れ
も
が
個
性
的
で
は

あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
終
わ
る
時
に
は
ど
こ
か
共
通
の
原
則
に
則
っ
た
終
わ
り
方
を
す

る
。
そ
し
て
日
本
の
小
説
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
的
な
呪
縛
力
を
持
っ
た
一
種
の

黙
契
か
ら
自
由
で
は
な
い
。

で
は
そ
の
パ
タ
ー
ン
、
も
し
く
は
黙
契
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
先

に
私
は
、
西
欧
の
小
説
の
終
わ
り
方
に
見
ら
れ
る
共
通
の
性
格
を
概
観
し
、
併
せ
て
そ

れ
に
対
す
る
違
和
感
の
よ
う
な
も
の
を
語
っ
た
（

『
物
語
の
終
わ
る
時
Ｉ
』
）
。
一
般

cf

的
な
傾
向
と
し
て
そ
れ
は
、
視
野
を
社
会
に
向
け
て
外
に
開
き
、
時
間
的
ま
た
空
間
的

に
拡
散
す
る
こ
と
で
、
物
語
を
越
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
、
そ
れ
と
比
較
し
て
、

日
本
の
小
説
は
ど
の
よ
う
な
終
わ
り
方
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
小
説
の
場
合
、
必
ず
し
も
個
人
を
描
い
た
と
は
言
え
な
い
よ
う
な
作
品
で
も
、

最
後
の
場
面
に
登
場
す
る
の
は
た
い
て
い
一
人
で
あ
る
。
『
た
け
く
ら
べ
』
（
樋
口
一
葉

一
八
九
五

）
は
、
そ
の
名
の
示
す
と
お
り
、
育
ち
行
く
少
年
少
女
を
群
像
と
し
て
浮
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き
彫
り
に
し
て
い
て
、
読
ん
で
い
る
最
中
は
主
人
公
の
美
登
利
よ
り
は
周
辺
の
長
吉
や

正
太
の
ほ
う
が
生
き
生
き
と
印
象
的
な
く
ら
い
だ
が
、
最
後
の
文
章
が
、
こ
の
い
さ
さ

か
騒
々
し
く
躍
動
的
な
作
品
を
、
叙
情
的
で
静
か
な
恋
物
語
に
変
え
て
い
る
。
言
っ
て

み
れ
ば
、
美
登
利
は
こ
こ
へ
き
て
初
め
て
真
の
主
人
公
に
な
る
の
で
あ
る
。

竜
華
寺
の
信
如
が
わ
が
宗
の
修
業
の
庭
に
立
ち
出
づ
る
う
わ
さ
を
も
美
登
利
は

絶
え
て
聞
か
ざ
り
き
、
あ
り
し
意
地
を
ぱ
そ
の
ま
ま
に
封
じ
込
め
て
、
こ
こ
し
ば

ら
く
の
怪
し
の
さ
ま
に
わ
れ
を
わ
れ
と
も
思
は
れ
ず
、
た
だ
何
事
も
恥
か
し
う
の

み
あ
り
け
る
に
、
あ
る
霜
の
朝
水
仙
の
作
り
花
を
格
子
門
の
外
よ
り
さ
し
入
れ
お

き
し
者
の
あ
り
け
り
、
誰
れ
の
仕
業
と
知
る
よ
し
な
け
れ
ど
、
美
登
利
は
何
ゆ
え

と
な
く
懐
か
し
き
思
ひ
に
て
違
い
棚
の
一
輪
ざ
し
に
入
れ
て
淋
し
く
清
き
姿
を
め

で
け
る
が
、
聞
く
と
も
な
し
に
伝
へ
聞
く
そ
の
明
け
の
日
は
信
如
が
何
が
し
の
学

林
に
袖
の
色
か
へ
ぬ
く
き
当
日
な
り
し
と
ぞ
。

社
会
や
社
会
生
活
に
言
及
し
て
終
わ
る
よ
り
は
、
個
人
の
生
活
情
景
で
終
わ
る
ほ
う

が
圧
倒
的
に
多
い
。
事
件
の
も
つ
れ
が
ほ
ど
け
た
後
の
調
和
の
と
れ
た
人
間
関
係
を
複

数
の
人
物
で
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
に
は
良
く
見
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、

日
本
の
小
説
は
焦
点
を
個
人
に
絞
る
。『
小
僧
の
神
様
』（
志
賀
直
哉

一
九
二
〇
）
は
、

一
人
の
恵
ま
れ
な
い
少
年
が
た
ま
た
ま
巡
り
あ
っ
た
幸
せ
を
描
い
た
市
井
の
片
隅
の
人

情
話
な
ど
で
は
決
し
て
な
く
て
、
小
僧
に
鮨
を
ご
馳
走
し
た
貴
族
員
議
員
Ａ
の
心
理
を

彼
の
夫
人
や
同
じ
議
員
仲
間
の
Ｂ
と
の
絡
み
で
書
い
て
あ
る
、
立
体
的
な
内
部
構
造
を

も
つ
作
品
だ
が
、
し
か
し
そ
の
結
末
は
、
小
僧
と
い
う
小
さ
な
人
物
の
生
活
に
密
着
し

た
感
慨
だ
。

彼
は
悲
し
い
時
、
苦
し
い
時
に
必
ず
「
あ
の
客
」
を
想
っ
た
。
そ
れ
は
想
う
だ

け
で
あ
る
慰
め
に
な
っ
た
。
彼
は
い
つ
か
は
ま
た
「
あ
の
客
」
が
思
わ
ぬ
恵
み
を

持
っ
て
自
分
の
前
に
現
れ
て
来
る
こ
と
を
信
じ
て
い
た
。

こ
の
結
末
に
は
一
行
あ
け
て
附
記
が
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
小
説
理
念
の
上
か
ら
は
こ
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ち
ら
の
ほ
う
が
興
味
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
本
筋
を
少
し
外
れ
る
け
れ
ど
も
、

触
れ
ず
に
通
り
過
ぎ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

作
者
は
こ
こ
で
筆
を
擱
く
こ
と
に
す
る
．
実
は
小
僧
が
「
あ
の
客
の
本
体
を
確

お

か
め
た
い
要
求
か
ら
、
番
頭
に
番
地
と
名
前
を
教
え
て
も
ら
っ
て
そ
こ
を
尋
ね
て

行
く
こ
と
を
書
こ
う
と
思
っ
た
。
小
僧
は
そ
こ
へ
行
っ
て
見
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
番
地
に
は
人
の
住
ま
い
が
な
く
て
、
小
さ
な
稲
荷
の
洞
が
あ
っ
た
。
小
僧
は
吃

驚
し
た
。
―
―
と
こ
う
い
う
風
に
書
こ
う
と
思
っ
た
。
し
か
し
そ
う
書
く
こ
と
は

小
僧
に
対
し
少
し
惨
酷
な
気
が
し
て
来
た
。
そ
れ
ゆ
え
作
者
は
前
の
と
こ
ろ
で
擱か

く

筆
す
る
こ
と
に
し
た
。

ひ
つ

こ
の
短
編
小
説
は
、
小
僧
と
鮨
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
め
ぐ
っ
て
発
想
の
レ
ベ
ル
を

異
に
す
る
複
数
の
思
考
が
交
錯
す
る
と
い
う
構
造
を
し
て
い
る
。
愚
か
で
あ
る
が
ゆ
え

に
生
真
面
目
な
小
僧
は
、
「
あ
の
客
」
と
そ
の
行
為
を
「
到
底
そ
れ
は
人
間
業
で
は
な

い
（
…
…
）
も
し
か
し
た
ら
お
稲
荷
様
か
も
知
れ
な
い
、
と
考
え
た
。
」
「
あ
の
客
」
で

あ
る
Ａ
は
、
そ
う
い
う
小
僧
に
や
さ
し
い
気
持
ち
は
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
以

上
に
、
そ
の
よ
う
に
優
越
的
な
立
場
と
精
神
で
「
善
事
」
を
行
う
自
分
に
自
己
嫌
悪
し

て
「
変
に
淋
し
い
、
い
や
な
気
持
ち
」
を
扱
い
か
ね
る
。
そ
し
て
そ
の
妻
は
、
そ
の
気

持
ち
を
お
そ
ら
く
十
分
理
解
は
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
Ａ
が
二
度
と
そ
の
鮨
屋
へ
行
く

気
が
し
な
く
な
っ
た
と
言
う
の
を
聞
い
て
「
ち
ょ
う
ど
よ
う
ご
ざ
ん
す
わ
。
自
家
へ
取

う

ち

り
寄
せ
れ
ば
、
皆
も
お
相
伴
で
き
て
」
と
笑
う
の
で
あ
る
。
笑
い
な
が
ら
、
Ａ
の
こ
だ

わ
り
を
浮
世
ぱ
な
れ
し
た
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
揶
揄
す
る
健
全
な
生
活
人
の
意
識

を
打
ち
出
す
。
そ
れ
ら
の
意
識
は
相
互
に
斜
に
構
え
て
、
あ
た
か
も
寄
せ
る
波
か
え
す

波
の
よ
う
に
、
他
を
追
認
し
つ
つ
打
消
し
て
い
く
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
意
識
は
、
ど
れ

も
が
そ
れ
な
り
の
真
実
を
持
っ
て
い
る
の
だ
、
お
そ
ら
く
は
小
僧
に
お
稲
荷
様
を
思
わ

せ
る
も
と
に
な
っ
た
彼
の
伯
母
、
「
お
稲
荷
様
が
乗
り
移
る
と
身
体
を
ブ
ル
ブ
ル
震
わ

し
て
、
変
な
予
言
を
し
た
り
、
遠
い
と
こ
ろ
に
起
っ
た
出
来
事
を
言
い
当
て
た
り
す
る
」

そ
の
伯
母
の
意
識
に
至
る
ま
で
。

そ
し
て
そ
う
し
た
意
識
の
重
層
に
、
い
ま
作
者
の
意
識
で
あ
る
附
記
が
付
け
加
わ
る
。
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そ
れ
は
理
念
と
し
て
の
《
小
説
》
に
た
い
す
る
反
省
作
用
で
あ
ろ
う
。
「
超
自
然
の
も

の
」
の
介
入
に
よ
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
解
決
す
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
デ
ウ
ス
・

エ
ク
ス
・
マ
キ
ー
ナ
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
日
本
で
も
能
や
歌
舞
伎
、
民
話
な
ど

に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
伝
統
的
な
手
法
だ
が
、
そ
う
し
た
古
来
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
に
対
し

て
、
こ
の
附
記
は
反
省
の
か
え
す
波
を
浴
び
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
物
語
を
通
じ
て

あ
っ
た
寄
せ
る
波
か
え
す
波
の
リ
ズ
ム
を
も
う
一
度
繰
返
し
、
か
つ
先
の
結
末
に
駄
目

押
し
の
確
認
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
は
優
れ
て
二
十
世
紀
的
な

メ
タ
小
説
「
小
説
の
小
説
」
で
も
あ
る
。

個
人
を
そ
の
日
常
生
活
に
還
元
さ
せ
て
終
わ
る
の
と
い
う
の
が
日
本
の
小
説
に
最
も

よ
く
見
ら
れ
る
型
だ
が
、
加
え
て
そ
の
場
所
も
基
本
的
に
は
生
活
空
間
、
た
い
て
い
は

自
宅
で
あ
る
。
ま
た
時
間
も
、
あ
る
特
別
の
時
と
い
う
の
で
は
な
い
、
昨
日
で
も
今
日

で
も
明
日
で
も
い
い
よ
う
な
何
時
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
空
に
身
を
お
い
て
、
人
は

い

つ

か

極
め
て
私
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
ま
た
極
め
て
普
遍
的
で
も
あ
る
感
懐
に
ふ
け
る
。
行
動

と
言
え
る
よ
う
な
も
の
は
無
い
か
、
あ
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
。

『
秋
』
（
芥
川
龍
之
介

一
九
二
〇
）
の
よ
う
に
、
帰
宅
の
途
中
で
「
秋

―
―
」
と
「
し

み
じ
み
こ
う
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
」
り
、
『
浮
雲
』
（
二
葉
亭
四
迷

一
八
八

六
）
の
主
人
公
の
よ
う
に
「
ひ
と
ま
ず
二
階
へ
戻
っ
た
」
り
す
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う

な
終
わ
り
方
は
、
作
品
の
本
体
が
も
っ
て
い
る
雰
囲
気
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。

言
う
な
ら
ば
「
終
わ
り
の
合
図
」
か
何
か
の
よ
う
な
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
事
が
収
ま
れ

ば
そ
れ
は
終
わ
り
の
し
る
し
だ
と
、
作
者
と
読
者
の
あ
い
だ
に
暗
黙
の
約
束
が
あ
る
か

の
よ
う
な
、
そ
れ
は
一
種
の
型
な
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
『
金
色
夜
叉
』
（
尾
崎
紅
葉

一
八
八
七
）
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ

ー
も
流
血
沙
汰
ま
で
あ
っ
て
波
乱
万
丈
な
ら
、
文
体
も
や
た
ら
に
会
話
の
多
い
躍
動
的

な
作
品
だ
が
、『
金
色
夜
叉
』『
続
金
色
夜
叉
』『
続
続
金
色
夜
叉
』『
「
新
続
金
色
夜
叉
』

と
連
な
っ
て
い
く
シ
リ
ー
ズ
の
結
語
を
並
べ
て
み
る
と
、
終
わ
る
に
終
わ
れ
ぬ
物
語
の

命
が
少
し
ず
つ
衰
え
て
行
く
の
を
見
る
よ
う
で
、
何
と
も
興
味
深
い
。
ま
ず
は
初
恋
の

宮
を
失
っ
た
心
の
痛
手
か
ら
非
道
な
金
貸
し
に
な
っ
た
貫
一
が
、
同
じ
金
貸
し
の
鰐
淵

が
怨
恨
か
ら
家
に
放
火
さ
れ
焼
死
し
た
の
を
機
に
、
鰐
淵
の
息
子
の
直
道
か
ら
懇
々
と
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論
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
改
心
す
る
と
こ
ろ
。

聴
き
い
る
貫
一
は
露
の
晨
の
草
の
ご
と
く
仰
ぎ
み
ず
、
語
り
を
は
れ
ど
も
な

あ
し
た

を
仰
ぎ
み
ず
、
い
か
に
と
問
は
る
る
に
も
仰
ぎ
み
ざ
る
な
り
。

た
ち
ま
ち
一
閃
の
光
あ
り
て
焼
跡
を
貫
く
道
の
畔

を
照
ら
し
け
る
が
、
そ
の

ほ
と
り

燈

の
こ
な
た
に
向
か
ひ
て
近
づ
く
は
、
巡
査
の
見
と
が
め
て
寄
り
来
る
な
り
け

と
も
し
び

り
。

（
…
…
）
巡
査
は
い
か
に
驚
き
け
ん
よ
、
彼
も
こ
れ
も
お
の
お
の
惨
と
し
て
蒼
き

面
に
涙
垂
れ
た
り

―
―

し
か
も
こ
こ
は
人
の
泣
く
べ
き
と
こ
ろ
な
る
か
、
時
は

ま
さ
に
午
前
二
時
半
。

（
『
金
色
夜
叉
』
）

次
い
で
、
女
金
貸
し
と
の
痴
情
に
悩
み
、
そ
の
三
角
関
係
か
ら
寛
一
は
、
彼
を
裏
切

っ
た
こ
と
を
後
悔
し
た
宮
が
自
刃
し
た
の
ち
入
水
す
る
と
い
う
夢
を
見
て
身
も
だ
え

る
。

さ
ら
ば
往
き
て
汝
の
陥
り
し
淵
に
沈
ま
ん
。
沈
ま
ば
も
ろ
と
も
と
、
彼
は
宮
が

屍
を
引
き
起
こ
し
て
背
に
負
へ
ば
、
そ
の
軽
き
こ
と
一
片
の
紙
に
等
し
。
怪
し

か
ば
ね

う
し
ろ

ひ
と
ひ
ら

と
見
返
れ
ば
、
さ
ら
に
怪
し
！

芳
芬
鼻
を
撲
ち
て
、
一
朶
の
白
百
合
大
い
さ
人

は
う
ふ
ん

う

い

ち

だ

面
の
ご
と
き
が
、
満
開
の

葩

を
垂
れ
て
肩
に
か
か
れ
り
。

は
な
び
ら

不
思
議
に
愕
く
と
す
れ
ば
、
目
覚
め
ぬ
。
覚
む
れ
ば
、
暁
の
夢
な
り
。

（
『
続
金
色
夜
叉
』
）

夢
に
思
い
乱
れ
「
活
を
求
め
て
得
ず
、
死
を
求
め
て
得
ず
」
の
寛
一
は
そ
の
後
、
商

用
で
塩
原
を
お
と
ず
れ
、
宿
の
襖
越
し
に
隣
室
の
男
女
の
身
の
上
ぱ
な
し
を
聞
く
。（
な

ん
と
ド
ラ
マ
だ
！
）
女
は
新
橋
の
芸
者
愛
子
、
男
は
彼
女
の
た
め
に
主
人
の
金
三
千
円

を
費
い
込
ん
だ
狭
山
。
女
は
ま
た
身
請
け
の
話
に
責
め
立
て
ら
れ
て
、
二
人
は
所
持
し

た
毒
薬
で
と
も
に
死
の
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
身
請
け
の
客
が
あ
の
お
宮
の
夫
、
富
山

と
わ
か
っ
て
、
寛
一
は
二
人
に
救
済
の
手
を
差
し
の
べ
る
。
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夜
す
が
ら
ふ
た
り
の
運
星
蔽
ひ
し
常
闇
の
雲
も
晴
れ
ん
と
す
ら
ん
、
ほ
の
ぼ
の

お
ほ

と
隙
き
洩
れ
る

曙

の
影
は
，
玉
の
緒
長
く
座
に
入
り
て
、
光
薄
る
る
燈
火
の
下

あ
け
ぼ
の

と
も
し
び

に
並
べ
る
ま
ま
の
茶
碗
の
一
つ
に
、
小
さ
き
蛾
あ
り
て
、
落
ち
て
浮
か
べ
り
。

（
『
続
続
金
色
夜
叉
』
）

最
後
は
、
狭
山
を
引
き
取
っ
た
寛
一
の
、
し
か
し
欝
々
と
心
は
れ
ぬ
日
常
と
、
今
は

病
い
の
床
に
あ
る
宮
か
ら
の
手
紙
が
交
互
に
語
ら
れ
る
。
そ
の
結
び
。

（
…
…
）
か
よ
う
に
今
あ
る
か
た
ち
も
じ
き
に
消
ゑ
て
、
こ
の
筆
、
こ
の
硯
、

こ
の
指
輪
、
こ
の
燈
も
こ
の
居
宅
も
、
こ
の
夜
も
こ
の
夏
も
、
こ
の
蚊
の
声
も
、

あ
か
り

す

ま

い

あ
た
り
の
も
の
み
な
永
く
残
り
候
に
、
私
ひ
と
り
亡
き
も
の
に
相
な
り
候
て
、
人

に
は
草
花
の
枯
れ
た
る
ほ
ど
に
も
思
は
れ
候
は
ぬ
は
か
な
さ
な
ど
を
考
へ
候
へ

ば
、
返
す
返
す
情
け
な
く
相
な
り
候
て
、
心
な
ら
ぬ
未
練
も
出
で
申
し
候
。

（
『
新
続
金
色
夜
叉
』
）

い
ま
だ
死
ぬ
に
死
な
れ
ぬ
未
練
の
思
い
を
残
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
長
篇
が

本
当
に
終
わ
る
前
に
作
者
の
方
が
三
十
五
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
た
め
だ
ろ
う
か
。

後
に
紅
葉
の
弟
子
の
小
栗
風
葉
が
完
結
編
を
書
い
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
う
さ
せ
る
だ

け
の
生
命
力
が
作
品
そ
の
も
の
に
ま
だ
残
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
し
か
し
こ
う

し
て
並
べ
て
み
る
と
、
終
わ
り
の
文
章
そ
れ
自
体
が
然
る
べ
き
型
へ
と
徐
々
に
徐
々
に

近
づ
い
て
い
く
よ
う
で
、
な
か
な
か
面
白
い
。

波
乱
に
富
ん
だ
出
来
事
が
過
ぎ
去
っ
た
後
に
、
日
常
的
な
空
間
に
身
を
置
い
て
、
人

間
一
般
に
共
通
す
る
そ
こ
は
か
と
な
い
物
思
い
に
沈
む
。
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
じ
こ
と

だ
が
、
あ
た
り
の
自
然
の
た
た
ず
ま
い
や
身
辺
に
置
か
れ
て
あ
る
意
味
も
な
い
器
物
な

ど
に
目
を
止
め
て
、
そ
れ
に
心
を
ゆ
だ
ね
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
日
本
の
小
説
は
終
わ

り
、
読
者
に
、
も
う
こ
の
先
は
無
い
と
い
う
こ
と
を
納
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

日
常
的
な
時
空
と
は
つ
ま
り
、
ど
こ
で
も
な
く
、
い
つ
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。

ま
た
、
私
的
で
か
つ
普
遍
的
な
そ
こ
は
か
と
な
い
思
い
と
は
、
主
人
公
が
己
れ
の
自
我
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や
個
性
を
消
滅
し
切
っ
た
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
状
態
を
も

っ
と
押
し
進
め
れ
ば
、
自
我
は
無
我
と
な
り
、
あ
た
り
の
風
景
に
溶
け
こ
ん
で
し
ま
う

だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
日
本
の
小
説
が
そ
の
命
の
果
て
の
永
遠
と
し
て
持
っ
て
い
る
安
定

的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
客
観
的
な
個
性
を
持
た
な
い
人
間
を
主
人
公
と
し
て
、
そ
の
日
常
生
活

を
描
き
、
も
っ
ぱ
ら
私
的
感
懐
に
終
始
し
て
い
る
散
文
の
作
品
を
私
小
説
と
い
う
こ
と

は
周
知
の
と
お
り
だ
。
し
か
し
上
に
引
用
し
た
小
説
は
、
ど
れ
も
私
小
説
と
は
言
い
が

た
い
。
多
く
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
傾
向
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

結
末
に
お
い
て
必
ず
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
私
小
説
的
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う

の
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
繰
返
し
に
な
る
が
、
結
末
は
作
品
が
自
ら
を

永
遠
と
し
て
呈
示
す
る
と
い
う
意
味
で
重
要
な
も
の
だ
。
『
金
色
夜
叉
』
の
よ
う
に
、

終
わ
り
方
が
完
全
で
な
い
と
、
作
品
は
そ
の
生
命
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

と
ば
を
変
え
れ
ば
、
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
。
妄
執
か
ら
解
き
放
た
れ
た
平
安
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

と
す
れ
ば
、
こ
う
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
私
小
説
と

い
う
の
は
、
日
本
の
小
説
が
従
来
そ
の
究
極
的
な
終
末
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
内
包
し
て

い
た
も
の
、
言
う
な
ら
ば
小
説
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
打
ち
出
し
た
も

の
で
あ
る
と
。
勿
論
、
こ
れ
だ
け
が
日
本
の
小
説
の
構
成
要
素
も
し
く
は
基
本
的
要
素

だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
作
品
の
終
わ
り
方
に
は
、
そ
れ
な
く
し
て
は
小
説

が
真
に
小
説
と
し
て
の
命
を
全
う
し
得
な
い
よ
う
な
、
必
要
不
可
欠
な
何
か
が
あ
る
と

い
う
こ
と
も
ま
た
、
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
終
わ
り
方
を
そ
の
ま
ま
作
品
に
し
た

よ
う
な
私
小
説
は
、
さ
ん
ざ
ん
に
批
判
の
対
象
と
さ
れ
な
が
ら
も
な
お
、
そ
の
存
在
に

言
い
が
た
く
根
深
い
も
の
を
潜
ま
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
重
要
な
の
は
終
わ
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
終
わ
り
は
、
単
に
終
わ
る
だ
け

で
は
終
わ
り
に
す
ら
な
り
は
し
な
い
。
ひ
と
つ
の
作
品
の
終
わ
り
は
、
読
者
の
意
識
を

必
ず
背
後
へ
揺
り
か
え
す
。
そ
し
て
作
品
は
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
決
定
的
な
意
味
を

顕
わ
に
す
る
。
終
わ
り
と
い
う
死
＝
永
遠
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
ほ
か
で
も
な
い
生

命
の
意
味
で
あ
る
。
生
命
を
死
へ
向
け
て
の
行
程
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、
は
じ
め

て
生
命
の
基
本
的
な
意
味
と
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
は
お
そ
ら
く
小
説
や
文
学
の
み
に
関
わ
る
意
識
で
は
あ
る
ま
い
。
日
本
の
小
説

を
そ
の
一
部
と
し
て
包
み
込
ん
で
い
る
も
っ
と
広
い
文
化
の
総
体
が
、
そ
し
て
良
く
も

悪
く
も
そ
の
文
化
を
生
き
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
人
間
が
無
意
識
の
う
ち
に
持
っ
て

い
る
死
生
観
と
、
深
く
絡
み
あ
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
結
局
は
い
か
に

生
き
る
か
と
い
う
問
題
だ
と
言
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
つ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
は
バ
レ
リ
ー
ナ
の
よ
う
に
爪
先
立
ち
、
指
の
先
で
空
の

彼
方
を
指
し
示
し
て
今
と
こ
こ
を
越
え
る
、
と
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
（

『
物
語
の

、

、
、

cf

終
わ
る
時
Ｉ
』
）
。
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
言
う
な
ら
ば
、
日
本
の
小
説
は
己
れ
を
空
し
う

し
て
終
わ
る
。
面
を
伏
せ
、
身
を
屈
し
、
小
さ
な
点
へ
と
収
敷
し
、
や
が
て
周
囲
の
景

物
に
溶
け
込
む
よ
う
に
己
れ
を
失
い
、
つ
い
に
は
あ
た
り
に
人
無
き
境
地
を
作
り
出
し

て
、
終
わ
る
。

小
説
と
は
良
く
も
名
づ
け
た
も
の
で
、
日
本
の
小
説
は
決
し
て
「
新
奇
な
る
も
の
」

で
も
「
大
説
」
で
も
な
い
。
無
名
の
小
さ
な
己
れ
へ
、
更
に
は
そ
れ
を
越
え
て
無
我
の

境
地
へ
と
収
斂
し
て
い
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
内
在
さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

内
在
さ
せ
る
と
は
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
小
説
に
関
わ
っ
て
生
き
て
い
る
人
間
が
、
そ
の

精
神
活
動
の
習
性
と
し
て
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
意
識
す
る
と
し
な
い
と
に

か
か
わ
ら
ず
、
い
や
た
ぶ
ん
、
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
な
お
さ
ら
度
し
が
た

く
根
深
い
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

*
*

*

人
間
と
い
う
の
は
誰
し
も
結
局
は
自
分
自
身
に
し
か
本
当
の
興
味
は
持
ち
得
な
い
の

か
も
し
れ
な
い
。
物
語
の
終
わ
り
方
に
つ
い
て
日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
小
説
を
比
較
す
る

つ
も
り
で
書
い
て
き
た
こ
の
文
章
が
、
今
に
な
っ
て
み
る
と
じ
つ
は
私
自
身
の
私
的
感

懐
の
羅
列
、
も
し
く
は
そ
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
に
愕
然
と
す
る
。

と
す
れ
ば
、
私
と
い
う
ち
っ
ぽ
け
な
物
語
の
末
路
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
こ
と
に

な
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
『
危
険
な
関
係
』
や
『
ナ
ナ
』
ほ
ど
に
悪
辣
な
こ
と
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は
し
て
い
な
い
。
『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』
ほ
ど
尻
軽
な
行
動
力
を
持
っ
て
い
な
い
。
『
失

わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
ほ
ど
広
大
無
辺
の
自
意
識
は
持
て
そ
う
に
な
い
。
大
方
、
思
い

ば
か
り
果
て
し
な
く
積
り
つ
も
っ
た
挙
句
が
、

（
…
）
妄
執
の
雲
の
塵
積
っ
て

山
姥
と
な
れ
り

山
ま
た
山
に
山
め
ぐ
り
し
て

行
方
も
し
れ
ず
な
り
に
け
り

（
『
山
姥
』
）

と
ま
あ
、
せ
い
ぜ
い
が
そ
ん
な
と
こ
ろ
か
な
あ
と
思
っ
て
い
る
。

（
お
わ
り
）

（
初
出

一
九
八
九
年
「
ふ
ら
ん
す
手
帖
」

号
）

18
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