
福
永
武
彦

『
告
別
』

論

ー

l
長
編
小
説
へ
の

1 

「
小
説
の
本
道
は
長
篇
に
あ
る
」
を
と
と
い
う
言
葉
は
、
福
永
の

自
己
の
小
説
に
対
す
る
態
度
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
長
編
小

説
、
謂
ゆ
る
ロ
マ
ン

8
5
8
在
主
は
、
福
永
が
詩
か
ら
小
説
へ
と
移

行
し
た
と
き
か
ら
ひ
た
す
ら
追
及
し
つ
づ
け
た
「
野
心
」
在
主
で

あ
っ
た
。
そ
の
達
成
の
た
め
に
福
永
は
様
々
な
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
短

編
小
説
を
書
き
つ
づ
け
た
。
長
編
小
説
を
書
く
た
め
に
不
可
欠
な
メ

チ
エ
（
技
巧
）
の
形
成
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
で
あ
る
。
（
桂
三
短

編
小
説
で
の
実
験
的
な
試
み
は
、
方
法
と
内
容
の
見
事
な
一
致
と
い

う
か
た
ち
で
後
の
長
編
小
説
に
結
実
し
て
い
る
。
（
注
4

）

昭
和
三
十
七
年
に
発
表
さ
れ
た
「
告
別
」
〈
世
主
は
、
福
永
自
身
が

述
懐
し
て
い
る
よ
う
に
「
長
篇
小
説
を
書
く
た
め
の
準
備
」
（
注
旦
と

し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
福
永
は
『
草
の
花
』
〈
桂
7

）
以
後
、
昭

和
三
十
九
年
に
『
忘
却
の
河
』
韮
ー
を
発
表
す
る
ま
で
「
殆
ん
ど
十

年
間
も
長
篇
小
説
を
書
け
な
く
て
」
「
悶
々
と
し
て
い
た
」
量
ー
と
い

う
。
つ
ま
り
、
長
編
小
説
を
書
く
こ
と
を
常
に
念
頭
に
据
え
な
が
ら
、

「
野
心
」

慶
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そ
れ
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
告
別
』
は
『
忘

却
の
河
』
の
前
年
に
書
か
れ
、
内
容
・
方
法
と
も
に
『
忘
却
の
河
』

へ
継
承
、
発
展
さ
れ
て
い
く
も
の
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
福
永
の
長

編
小
説
へ
の
強
い
意
志
が
、
飛
躍
の
た
め
の
準
備
と
し
て
『
告
別
』

に
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
で
は
『
告
別
』
と

い
う
作
品
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
長
編
小
説
に
引
き
継
が
れ
て
い
く

福
永
の
意
志
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
形
象
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察

す
る
。
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主
人
公
上
僚
慎
吾
の
人
物
形
象
に
最
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
は

「
中
途
半
ば
な
文
化
人
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
争
が
始
ま
っ
た

年
に
学
生
結
婚
し
、
入
婿
の
よ
う
な
か
た
ち
で
生
活
を
始
め
た
上
僚

は
、
妻
悠
子
と
夏
子
、
秋
子
の
三
人
の
娘
の
中
で
、
大
学
教
師
と
し

て
活
動
す
る
平
凡
な
人
生
を
選
ん
だ
は
ず
だ
っ
た
。
し
か
し
上
僚
は
、

「
こ
の
世
の
し
あ
わ
せ
」
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
癌
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逝
っ
た
上
僚
の
告
別
式
で
読
み
あ
げ
ら
れ
た
弔
辞
に
は
、
「
大
学
の

講
師
と
し
て
、
ド
イ
ツ
語
と
音
楽
史
を
受
け
持
つ
」
「
ド
イ
ツ
近
代

音
楽
の
研
究
家
と
し
て
業
績
を
あ
げ
る
」
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
想
と

文
化
と
の
紹
介
者
」
と
い
う
数
々
の
賛
辞
が
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ

ら
は
、
芸
術
を
紹
介
し
研
究
す
る
な
ど
、
芸
術
を
た
だ
眺
め
る
だ
け

の
位
置
に
上
僚
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

思
い
通
り
に
生
き
ら
れ
た
な
ら
、
僕
は
作
曲
家
か
、
で
な
け
れ
ば

せ
め
て
ピ
ア
ニ
ス
ト
に
な
り
た
か
っ
た
。

上
僚
の
こ
の
言
葉
に
は
、
自
ら
芸
術
を
創
造
す
る
こ
と
を
切
望
し

な
が
ら
、
そ
れ
を
果
た
せ
な
か
っ
た
人
間
の
悲
哀
が
こ
め
ら
れ
て
い

る
。
上
僚
も
ま
た
芸
術
家
主
こ
こ
ろ
ざ
し
な
が
ら
、
挫
折
を
余
儀
な

く
さ
れ
た
人
物
と
言
え
る
だ
ろ
う
ス
注
叩
）
「
中
途
半
ば
な
文
化
人
」
と

し
て
、
「
荒
涼
と
し
た
内
部
に
耐
え
」
る
よ
り
ほ
か
に
道
が
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
上
僚
は
そ
の
内
部
の
た
め
に
、
念
願
の
ド
イ
ツ
留
学

が
か
な
え
ら
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
に
立
っ
た
時
で
さ
え
、
「
学
問
の

底
知
れ
な
さ
に
怖
気
づ
き
、
も
う
遅
す
ぎ
る
と
観
念
し
て
し
ま
っ

て
」
い
る
。
空
虚
な
日
々
が
「
何
ご
と
に
つ
け
て
も
も
う
遅
す
、
ぎ

る
」
と
い
う
観
念
を
上
僚
に
う
え
つ
け
、
芸
術
へ
の
情
熱
を
喪
失
さ

せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
上
篠
の
内
部
を
荒
涼
と
さ
せ
て
い
る
も
の
に
家
庭
が
あ
る
。

悠
子
と
の
関
係
は
冷
淡
そ
の
も
の
で
あ
り
、
同
居
し
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
悠
子
の
母
と
は
全
く
の
没
交
渉
で
あ
る
。
「
オ
ト
ナ
シ
イ

人
形
ノ
ヨ
ウ
ナ
女
」
「
ロ
ボ
ッ
ト
ミ
タ
イ
ナ
モ
ノ
」
と
形
容
さ
れ
る

悠
子
は
、
自
分
の
意
志
を
持
た
ず
、
自
分
の
力
で
は
歩
く
こ
と
も
で

き
な
い
よ
う
な
女
性
で
あ
る
。
貞
淑
な
妻
の
仮
面
を
か
ぶ
り
、
病
床

に
あ
る
上
僚
に
対
し
て
も
冷
淡
な
態
度
を
と
り
つ
づ
け
て
い
る
。
こ

の
悠
子
に
象
徴
さ
れ
る
家
庭
は
、
上
僚
に
と
っ
て
「
家
庭
ハ
僕
ト
関

係
ノ
ナ
イ
ト
コ
ロ
ニ
存
在
シ
テ
イ
ル
」
「
僕
ハ
ソ
ノ
家
庭
ノ
中
カ
ラ

ハ
ミ
出
シ
テ
イ
ル
」
と
考
え
さ
せ
る
の
に
充
分
な
要
素
を
も
っ
。
だ

が
上
僚
も
娘
の
夏
子
に
だ
け
は
惜
し
み
な
い
愛
情
を
注
ぎ
、
自
ら
の

生
命
と
ひ
き
か
え
に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
強
い
思
い

を
抱
い
て
い
た
。
だ
が
そ
の
夏
子
は
、
「
段
々
に
悪
く
な
る
」
人
間
の

生
を
拒
否
し
て
自
殺
す
る
。
夏
子
の
自
殺
は
、
た
ん
な
る
若
さ
か
ら

く
る
脆
さ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
夏
子
は
「
し
ば
し
ば
陰
欝
な

表
情
で
父
親
で
あ
る
彼
を
驚
か
せ
、
皮
肉
な
口
調
で
彼
を
や
り
こ
め
、

幾
日
も
黙
り
込
ん
だ
ま
ま
妹
に
〈
つ
当
た
り
」
を
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
こ
に
は
生
に
対
し
て
真
撃
な
態
度
を
と
り
つ
づ
け
た
夏
子
の
姿
勢

が
う
か
が
わ
れ
る
。
夏
子
の
純
粋
で
潔
癖
な
魂
は
大
人
に
な
る
こ
と

を
拒
否
し
た
の
で
あ
る
。
「
パ
パ
ハ
御
自
分
を
歎
イ
テ
イ
ル
。
パ
パ

ハ
御
自
分
ヲ
歎
イ
テ
生
キ
テ
来
タ
ノ
ヨ
。
ソ
ン
ナ
生
キ
カ
タ
ガ
何
ニ

ナ
ル
ノ
」
と
い
う
夏
子
の
上
僚
へ
の
言
葉
に
は
、
人
生
に
対
し
て
真

輪
車
で
一
な
か
っ
た
、
す
べ
て
を
あ
き
ら
め
抜
け
殻
の
よ
う
に
し
か
生
き

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
痛
烈
な
批
判
が
認
め
ら
れ
る
。
上
僚
の
「
魂

ノ
中
ニ
ア
ル
」
「
憎
ム
ベ
キ
モ
ノ
」
「
ド
ウ
ニ
モ
ナ
ラ
ナ
イ
人
間
ノ
弱

サ
」
を
見
抜
い
た
夏
子
の
限
に
は
、
人
間
の
生
が
「
段
々
に
悪
く
な

る
」
も
の
と
し
か
う
つ
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
夏
子
は
こ
う
し
た

点
か
ら
、
上
僚
の
内
部
を
告
発
す
る
存
在
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

夏
子
の
自
殺
の
ひ
き
が
ね
と
な
っ
た
マ
チ
ル
ダ
は
、
上
僚
の
芸
術

へ
の
希
求
を
具
現
で
き
る
唯
一
の
女
性
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
。

マ
チ
ル
ダ
は
上
僚
が
ド
イ
ツ
留
学
中
に
「
才
能
の
点
で
彼
と
角
逐
で
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き
る
、
彼
の
出
会
っ
た
殆
ど
た
だ
一
人
の
女
性
」
で
あ
る
。
上
僚
の

日
本
で
の
生
活
は
、
家
庭
で
も
職
場
で
も
「
責
任
感
」
に
押
し
つ
ぶ

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
権
威
・
野
心
・
名
声
の
も
と
に
「
自
分
デ
ア

ル
タ
メ
ノ
意
識
」
を
最
大
限
に
発
揮
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
日
々
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
ド
イ
ツ
に
来
て
初
め
て
上

僚
は
「
生
キ
ル
コ
ト
ハ
愉
シ
イ
コ
ト
ダ
」
と
感
じ
る
。
ド
イ
ツ
留
学

は
「
群
集
の
中
に
ま
、
ぎ
れ
こ
ん
だ
一
人
の
旅
人
」
と
い
う
設
定
を
上

僚
に
与
え
、
日
本
に
い
る
時
と
は
異
な
る
上
僚
を
創
出
す
る
と
い
う

効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
す
べ
て
の
重
圧
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
由
な
心

境
で
物
事
に
接
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
マ
チ
ル
ダ
は
そ
の
上
僚
に

芸
術
を
取
り
戻
さ
せ
る
役
割
を
に
な
う
。
一
一
人
の
仲
が
決
定
的
と

な
っ
た
の
は
、
ナ
ポ
リ
で
土
俵
が
病
気
に
な
り
入
院
し
た
時
で
あ
る
。

「
誰
が
見
て
い
よ
う
と
、
誰
が
知
ろ
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
も
う
問

題
で
は
な
く
」
、
三
人
は
二
人
だ
け
の
「
親
密
な
コ
ー
ナ
ー
」
を
つ

く
っ
た
。
そ
の
病
院
で
上
僚
は
、
「
思
い
つ
く
ま
ま
に
楽
想
を
し
る

し
」
「
音
楽
の
波
が
」
「
次
か
ら
次
へ
彼
の
頭
の
中
を
流
れ
」
る
と
い

う
芸
術
的
な
日
を
す
ご
す
。
わ
ず
か
に
一
週
間
足
ら
ず
の
そ
の
日
々

が
、
上
僚
に
と
っ
て
「
己
ガ
真
一
一
芸
術
－
一
近
ヅ
イ
タ
」
豊
か
に
充
ち

足
り
た
日
々
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
上
僚
は
マ
チ
ル
ダ
と
の
恋
愛
で
だ

け
、
真
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
マ
チ
ル
ダ
と
の
別
離

は
そ
れ
を
完
全
に
不
可
能
に
し
た
。
マ
チ
ル
ダ
は
「
ア
ナ
タ
ハ
モ
ッ

ト
自
信
ヲ
モ
チ
、
ド
ウ
カ
イ
イ
芸
術
ヲ
生
ミ
出
シ
テ
下
サ
イ
」
と
上

篠
へ
別
れ
の
一
言
葉
を
告
げ
る
。
そ
し
て
ナ
ポ
リ
で
生
ま
れ
た
「
素
晴

シ
イ
、
天
才
的
ナ
音
楽
的
断
片
」
で
あ
る
と
い
う
楽
譜
を
手
渡
さ
れ

る
。
だ
が
上
僚
は
そ
の
楽
譜
を
細
か
く
ち
ぎ
り
、
川
岸
へ
投
げ
捨
て

る
。
上
僚
の
芸
術
の
創
造
へ
の
希
求
は
、
マ
チ
ル
ダ
と
の
恋
愛
で
だ

け
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
行
為
で
芸
術
へ
の
道
は
永
久

に
閉
ざ
さ
れ
た
。
上
僚
に
と
っ
て
、
マ
チ
ル
ダ
は
芸
術
そ
の
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。

上
僚
に
関
わ
る
人
物
に
、
も
う
一
人
「
私
」
が
い
る
。
「
私
」
は
小

説
家
で
あ
り
、
上
保
と
は
「
最
も
親
し
い
友
人
で
あ
る
と
称
す
る
こ

と
は
出
来
ず
」
、
「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
の
共
通
の
仕
事
を
、
彼

は
評
論
に
よ
っ
て
、
私
は
小
説
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
果
た
し
つ
つ

あ
る
と
い
う
く
ら
い
の
程
度
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
関
係
で
あ
る
。

上
僚
は
「
積
極
的
に
友
人
を
つ
く
り
」
「
殆
ど
私
の
識
ら
な
い
世
界

に
属
し
て
い
た
」
と
い
う
。
そ
の
う
え
で
「
私
」
は
上
僚
の
こ
と
を

多
く
は
知
ら
な
い
が
、
「
私
は
彼
の
魂
を
理
解
し
得
る
よ
う
な
気
が

し
た
。
少
く
と
も
彼
の
苦
し
み
を
理
解
し
得
る
と
思
っ
た
」
と
考
え

て
い
る
。
つ
ま
り
「
私
」
は
、
豊
富
な
入
院
経
験
に
よ
っ
て
病
に
倒

れ
た
上
僚
に
実
際
的
な
こ
と
を
教
授
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
「
彼
の

魂
を
理
解
し
得
る
」
立
場
に
自
分
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
「
私
」
に
は
、
不
意
に
「
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
時
間
を
与
え
ら
れ

た
人
聞
に
と
っ
て
、
思
考
の
中
心
を
な
し
て
い
る
の
は
何
」
で
あ
る

の
か
推
察
で
き
る
。
「
我
々
が
生
き
て
い
る
こ
と
へ
の
恐
れ
、
或
い

は
生
き
て
い
な
く
な
る
こ
と
へ
の
恐
れ
」
で
あ
る
。
だ
、
が
「
私
」
に

は
上
僚
が
す
で
に
生
へ
の
意
志
を
喪
失
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え

る
。
上
僚
の
こ
の
よ
う
な
内
面
を
「
私
」
は
魂
の
問
題
を
通
し
て
理

解
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
生
の
中
に
死
を
、
あ
る
い
は
死
へ
の
恐
れ

を
含
み
持
つ
、
そ
の
よ
う
な
魂
を
持
つ
人
間
と
し
て
「
私
」
と
上
僚

は
理
解
し
あ
え
る
の
で
あ
る
。
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『
告
別
』
の
登
場
人
物
は
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
す
べ
て
上

僚
を
中
心
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
上
僚
の
生
の
輪
郭
を
内
部
と
外
部

の
両
方
か
ら
あ
き
ら
か
に
す
る
た
め
に
形
象
さ
れ
て
い
る
、
と
言
つ

で
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
べ
て
の
記
述
が
上
僚
に
集
中
し
て

い
る
た
め
に
、
各
々
の
人
物
が
措
き
き
れ
て
い
な
い
傾
向
が
強
く

な
っ
て
い
る
。
最
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
上
僚
の
芸
術
を
創

造
し
た
い
と
い
う
望
み
が
、
な
ぜ
断
た
れ
た
の
か
に
つ
い
て
も
判
然

と
は
し
て
い
な
い
。
だ
が
こ
れ
は
視
点
を
変
え
れ
ば
、
上
僚
の
「
も

う
遅
す
ぎ
る
」
「
モ
ウ
何
モ
望
マ
ナ
イ
、
己
ハ
モ
ウ
何
ヒ
ト
ツ
望
マ

ナ
イ
ダ
ロ
ウ
」
と
い
う
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
生
を
描
く
こ
と
に
、

『
告
別
』
の
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
福

永
は
最
大
限
の
爽
雑
物
を
取
り
除
き
、
「
荒
涼
と
し
た
内
部
に
耐
え
」

る
上
僚
の
生
を
描
く
こ
と
に
力
点
を
置
い
て
い
た
、
と
指
摘
で
き
る
。

3 

E
口
別
』
は
上
僚
を
視
点
人
物
と
す
る
「
彼
」
の
断
章
、
小
説
家

で
あ
る
「
私
」
を
視
点
人
物
と
す
る
断
章
の
二
つ
か
ら
な
る
。
こ
の

こ
つ
の
断
章
を
交
錯
さ
せ
て
『
告
別
』
は
展
開
さ
れ
る
。
全
体
的
な

構
成
は
物
理
的
な
時
間
の
流
れ
を
無
視
し
て
つ
く
ら
れ
、
作
家
福
永

の
内
的
必
然
に
も
と
守
つ
い
て
最
も
効
果
的
に
な
る
よ
う
に
各
々
の
断

章
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
二
つ
の
親
点
に
よ
っ
て
、
「
作
品

は
重
構
造
と
な
り
、
綴
密
な
方
法
の
美
し
さ
が
際
立
つ
」
（
注
目

rい
う

も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
全
体
的
構
成
に
つ
い
て
も
次
の
こ
と
が
言
わ

れ
て
い
る
。

物
理
的
な
時
の
流
れ
で
な
く
、
「
彼
」
の
告
別
式
に
始
ま
り
、

「
彼
」
の
告
別
の
表
白
で
初
め
に
還
る
と
い
う
構
成
の
美
は
、
こ

の
作
品
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
§

g

こ
の
こ
と
は
現
在
ま
で
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
、
作
品
の
重
要
な
側
面
を
指
摘
し
な
が
ら
、
表
層
的
な

部
分
に
と
ど
ま
り
が
ち
な
印
象
が
強
い
。
「
彼
」
の
断
章
、
「
私
」
の

断
章
の
各
々
の
構
成
を
級
密
に
検
証
し
、
そ
の
う
え
で
『
告
別
』
全

体
の
構
成
を
み
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

「
私
」
の
断
章
は
、
上
篠
の
告
別
式
に
は
じ
ま
り
、
上
僚
の
一
周

忌
の
会
で
終
わ
る
。
こ
の
断
章
は
、
原
則
的
に
時
間
の
経
過
に
沿
っ

て
配
置
さ
れ
る
。
冒
頭
で
は
上
僚
の
告
別
式
を
回
想
し
て
い
る

「
私
」
が
ま
ず
登
場
し
、
弔
辞
の
朗
読
を
境
に
し
て
、
告
別
式
に
参

列
し
て
い
る
「
私
」
へ
と
時
間
軸
が
移
行
す
る
人
注
目
〉
そ
し
て
、
上
僚

の
発
病
、
入
院
と
そ
の
死
、
一
周
忌
ま
で
と
い
う
直
線
的
な
時
間
の

流
れ
に
沿
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
は
上
僚
を
視
点
人
物
と
す

る
「
彼
」
の
断
章
が
物
理
的
な
時
間
に
関
係
な
く
ち
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
対
し
て
、
非
常
に
整
然
と
し
た
印
象
を
読
者
に
与
え
る
。

作
品
の
枠
組
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
上
僚
の
発
病

か
ら
死
ま
で
容
態
が
悪
化
し
て
い
く
過
程
の
緊
迫
感
を
盛
り
上
げ
る

役
割
を
も
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
「
彼
」
の
断
章
は
、
夏
子
の
告
別
式
に
は
じ
ま
る
。
夏
子
の

死
は
後
述
す
る
よ
う
に
上
僚
の
魂
の
決
定
的
な
死
、
「
モ
ウ
何
モ
望

マ
・
ナ
イ
」
生
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
上
係
自
身
が
生
を
終
え
こ
の
世

へ
の
告
別
の
表
白
を
し
、
夏
子
の
待
つ
「
此
所
」
へ
迎
え
入
れ
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
こ
の
断
章
は
時
間
の
配
列
は
全
く
無
視
し
て

q
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バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
て
い
る
が
、
夏
子
に
拒
否
さ
れ
無
意
味
な
生
を

送
っ
て
い
た
上
僚
が
死
に
際
し
て
、
す
べ
て
を
許
し
た
夏
子
に
受
け

入
れ
ら
れ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

一
方
上
僚
の
内
部
を
多
面
的
に
抽
出
す
る
た
め
に
、
上
僚
を
「
彼
」

「
私
」
「
己
」
と
微
妙
に
使
い
分
け
て
い
る
。

凶
ド
ン
ナ
夢
ヲ
見
テ
イ
ル
ノ
ダ
ロ
ウ
、
ト
ソ
ノ
時
己
ガ
考
エ
タ
コ

ト
ハ
確
カ
ダ
、
と
（
今
も
、
そ
し
て
今
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
）
彼

は
思
い
返
し
た
。

倒
あ
の
男
は
己
が
金
髪
の
女
性
と
一
緒
に
歩
い
て
い
た
こ
と
を

き
っ
と
喋
る
だ
ろ
う
、
と
彼
は
思
っ
た
。

納
私
ノ
外
遊
ト
イ
ウ
二
年
半
ノ
空
白
ガ
オ
前
ノ
成
長
ニ
対
シ
テ
私

ノ
限
ヲ
盲
ニ
シ
テ
シ
マ
ッ
タ
セ
イ
ナ
ノ
カ
。
（
以
上
凶

1
納
ま
で

傍
線
贋
川
）

ω
1納
ま
で
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
は
平
仮
名
と
片
仮
名
の
併
用

で
あ
る
。
凶
は
上
僚
の
独
自
が
片
仮
名
を
用
い
て
地
の
文
に
挿
入
さ

れ
て
い
る
。
「
被
」
を
主
語
と
す
る
地
の
文
は
客
観
的
な
文
体
で
上

僚
の
直
接
的
な
感
情
の
表
現
は
み
ら
れ
な
い
。
上
僚
の
肉
声
を
伝
え

る
の
は
片
仮
名
で
「
己
」
「
私
」
が
用
い
ら
れ
る
文
に
お
い
て
で
あ

る
。
「
己
」
は
社
会
的
な
地
位
や
名
声
な
ど
の
一
切
の
属
性
を
捨
象

し
た
自
己
の
原
型
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
自
己
の
根
源
か
ら
の
内
面

の
声
を
あ
ら
わ
す
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
「
私
」
は
文
化
人
と
し
て

の
上
篠
慎
吾
の
内
面
を
あ
ら
わ
し
、
夏
子
の
死
の
意
味
を
問
う
場
合

な
ど
数
制
使
用
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
平
仮
名
書
き
の
地
の
文
と
区
別

せ
ず
に
、
「
己
」
が
倒
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
平
仮
名
の
中
に
融
け
こ

ん
で
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
上
保
、
つ
ま
り
「
彼
」
の

自
己
の
原
型
が
「
己
」
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
で
は
こ
の
二
つ
の
〈
己
〉
の
相
違
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
次
の
例
を
み
て
み
よ
う
。

同
a
己
は
四
十
を
過
ぎ
何
ご
と
に
つ
け
て
も
も
う
遅
す
ぎ
る
と

思
っ
て
い
た
。
（
中
略
）
叶
斗
汁
刈
汁
考
エ
レ
パ
、
ソ
ノ
時
動
機
ハ

確
カ
ニ
ア
ッ
タ
。
タ
ダ
b

己
ハ
、
ま
ち
る
だ
ヲ
愛
シ
ナ
ガ
一
フ
、

c
己

ガ
尚
モ
悠
子
ヲ
愛
シ
ツ
ヅ
ケ
テ
イ
ル
コ
ト
ヲ
信
ジ
テ
疑
ワ
ナ
カ
ツ

タ
ノ
ダ
。
（
傍
線
贋
川
）

例
1
＠
、
制
1
①
①
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
〈
己
〉
と
い
う
言
葉
は

福
永
の
意
図
に
よ
っ
て
厳
密
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
「
今
ニ
ナ
ッ
テ

考
エ
レ
パ
」
の
「
今
」
に
そ
れ
を
解
く
鍵
が
あ
る
。
刷
1
④
は
同
で

用
い
ら
れ
て
い
る
「
己
」
と
同
様
に
そ
の
時
点
で
の
上
僚
の
自
己
の

原
型
、
こ
の
場
合
ド
イ
ツ
留
学
時
の
上
僚
の
自
己
の
原
型
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
か
ら
移
行
し
て
例
1
＠
＠
の
「
己
」
は
上
僚
が
こ
の
世

に
別
れ
を
告
げ
よ
う
と
す
る
「
今
」
、
人
生
で
の
重
要
な
場
面
に
も

う
一
度
立
ち
会
っ
て
い
る
状
態
で
の
表
白
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

福
永
は
『
冥
府
』
〈
注

Mrい
う
作
品
で
、
奪
い
取
ら
れ
た
過
去
の
記
憶

を
「
思
い
出
す
こ
と
」
、
そ
し
て
過
去
の
「
自
分
の
生
に
立
ち
会
う
こ

と
」
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
世
界
を
書
い
た
。
こ
の
世
へ
新
生
す
る
に

は
、
そ
の
二
つ
を
成
し
逐
げ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ

た
生
は
再
び
匙
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
ど
ん
な
に
辛
く
苦
し
い
生

で
も
、
そ
の
生
を
す
み
ず
み
ま
で
思
い
起
こ
す
こ
と
で
自
分
の
生
を

自
分
自
身
に
問
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
過
去
の
生
に
立
ち
会
う
こ

と
の
意
味
は
そ
こ
に
あ
る
。
上
僚
は
「
人
生
ガ
取
リ
返
シ
ガ
ツ
カ
ナ

イ
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
の
生
に
訣
別
し
て
い
く
。
片
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仮
名
の
中
で
用
い
ら
れ
る
〈
己
〉
に
は
こ
の
よ
う
な
機
能
が
あ
る
。

福
永
の
『
告
別
』
で
の
「
級
密
な
方
法
」
（
注
目
）
は
、
官
頭
と
末
尾
の

断
章
が
円
環
を
結
ん
だ
構
成
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
「
私
」

「
彼
」
の
断
章
の
最
初
と
最
後
が
各
々
の
必
然
性
を
も
っ
て
呼
応
・

完
結
し
て
お
り
、
二
つ
の
断
章
を
取
り
結
ぶ
形
式
と
し
て
全
体
が
円

環
的
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
全
体
の
構
成
方
法
は

卓
抜
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
「
彼
」
の
断
章
の
よ
り
一
層
複
雑
な
構

成
は
、
作
品
内
容
が
方
法
に
追
い
つ
い
て
い
な
い
感
が
あ
る
。
野
心

的
な
方
法
へ
の
試
み
が
、
方
法
と
内
容
の
一
致
を
妨
げ
て
い
る
と
言

え
よ
う
。

4 

上
篠
は
「
こ
の
世
の
し
あ
わ
せ
」
を
得
ら
れ
ず
、
「
荒
涼
と
し
て
内

部
に
耐
え
」
て
生
き
て
き
た
が
、
た
だ
三
度
だ
け
例
外
的
に
充
ち
足

り
た
毎
日
を
過
ご
し
た
期
間
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
留
学
で
の
臼
々
で
あ

る
。
な
か
で
も
ナ
ポ
リ
で
の
一
週
間
足
ら
ず
の
短
い
期
間
は
、
上
僚

が
最
も
真
に
生
き
た
日
で
あ
っ
た
。
ナ
ポ
リ
は
上
僚
が
病
気
の
た
め

に
入
院
し
、
そ
の
こ
と
が
マ
チ
ル
ダ
と
の
仲
を
決
定
的
に
し
た
と
い

う
重
要
な
地
で
あ
る
。
「
〈

E
F
Z同℃。一回、巾匂
2
5
5ユ
一
（
ナ
ポ
リ

を
見
て
死
ね
）
」
、
死
の
床
に
就
い
た
上
僚
は
「
私
」
に
こ
の
言
葉
を

告
げ
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
「
私
は
」
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

彼
は
彼
自
身
の
ナ
ポ
リ
を
見
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
故
も
う

死
ん
で
も
い
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
不
吉
な

聯
想
を
し
た
。
人
は
誰
で
も
彼
自
身
の
ナ
ポ
リ
を
心
の
中
に
持
つ

て
い
る
も
の
だ
。
彼
も
ま
た
・

上
僚
の
心
を
占
め
て
い
る
の
が
彼
自
身
の
生
死
の
問
題
で
あ
る
の

か
、
夏
子
の
死
の
問
題
で
あ
る
の
か
「
私
」
に
は
わ
か
ら
な
い
。
生

き
よ
う
と
い
う
気
分
」
を
な
く
し
て
い
る
上
僚
に
は
、
「
こ
れ
で
い

い
ん
だ
。
み
ん
な
よ
く
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
す
べ
て
で

あ
る
。
「
彼
自
身
の
ナ
ポ
リ
」
を
す
で
に
見
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
上

僚
に
生
き
る
意
志
を
喪
失
さ
せ
て
い
る
。
上
僚
が
真
に
生
き
た
ナ
ポ

リ
で
の
日
々
、
マ
チ
ル
ダ
と
の
関
わ
り
を
追
い
な
が
ら
「
彼
自
身
の

ナ
ポ
リ
」
を
み
て
い
く
。

上
僚
の
ナ
ポ
リ
体
験
は
、
彼
自
身
に
次
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い

る。

ソ
ノ
時
ホ
ド
、
ソ
ノ
僅
カ
－
二
週
間
足
ラ
ズ
ノ
短
イ
期
間
ホ
ド
、

己
ガ
真
一
一
芸
術
ニ
近
ヅ
イ
タ
コ
ト
ハ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
ダ
。
ソ
シ
テ
ソ

ノ
時
限
リ
ノ
コ
ト
ダ
。
ソ
ノ
時
以
外
で
己
ハ
徒
ラ
ニ
芸
術
ノ
残

骸
ヲ
漁
リ
、
腐
肉
ヲ
貧
リ
食
ウ
禿
鷹
ノ
ヨ
ウ
ニ
偉
大
ナ
芸
術
ヲ
趣

味
ト
シ
テ
弄
ン
デ
イ
タ
ニ
ス
ギ
ナ
カ
ツ
タ
ノ
ダ
。

一
回
的
な
体
験
と
し
て
だ
け
ナ
ポ
リ
体
験
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
重
圧
と
責
任
か
ら
解
放
さ
れ
た
ド
イ
ツ
で
の
マ
チ
ル
ダ
と

の
恋
愛
は
、
上
僚
を
芸
術
を
眺
め
る
だ
け
で
な
く
芸
術
を
創
造
す
る

こ
と
を
可
能
に
し
た
。
本
質
的
に
自
ら
が
真
に
生
き
た
と
思
わ
れ
る

瞬
間
は
永
遠
で
は
な
く
、
二
度
と
取
り
戻
す
こ
と
が
か
な
わ
な
い
そ

の
時
限
り
の
こ
と
で
あ
る
。
福
永
の
こ
の
考
え
は
『
告
別
』
だ
け
で

な
く
、
他
の
多
く
の
作
品
に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
。
在

m
E僚
の
場
合
、

マ
チ
ル
ダ
の
来
日
、
彼
の
家
族
へ
の
す
べ
て
の
告
白
に
よ
っ
て
従
来

以
上
の
打
撃
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
マ
チ
ル
ダ
に
彼
女
か
家
庭
か

F
h
u
 

－－ム



の
選
択
を
迫
ら
れ
る
が
、
上
保
に
と
っ
て
の
家
庭
は
地
獄
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
選
択
は
夏
子
か
マ
チ
ル
ダ
か
で
あ
る
。

「
分
か
っ
た
よ
、
夏
子
。
私
が
悪
か
っ
た
。
私
は
お
前
の
言
う
通
り

に
し
よ
う
」
、
こ
れ
が
上
僚
の
答
え
で
あ
る
。
上
僚
は
こ
の
選
択
で

「
己
ハ
死
ヲ
、
生
ノ
中
ノ
死
ヲ
、
魂
ノ
中
ノ
死
ヲ
」
選
ん
だ
。
だ
が

夏
子
は
そ
の
選
択
を
信
じ
な
か
っ
た
。
上
僚
に
と
っ
て
の
夏
子
は

「
慰
メ
デ
ア
リ
希
望
デ
ア
リ
、
自
分
ノ
命
ト
引
キ
換
エ
ニ
シ
テ
モ
イ

イ
ホ
ド
」
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
夏
子
は
、
父

親
と
し
て
の
上
僚
の
愛
に
気
づ
か
ぬ
ま
ま
自
殺
し
て
し
ま
う
。
上
僚

は
マ
チ
ル
ダ
と
の
別
離
に
よ
っ
て
ま
ず
、
真
に
人
間
と
し
て
生
き
ら

れ
る
可
能
性
、
芸
術
そ
の
も
の
を
喪
失
す
る
。
そ
し
て
夏
子
の
自
殺

は
魂
の
死
を
越
え
て
上
僚
を
抜
け
殻
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
生
き
よ

う
と
す
る
意
志
」
を
も
欠
落
さ
せ
た
。
「
人
生
の
本
質
」
が
「
生
は
陪

く
、
死
も
ま
た
暗
い
」
こ
と
を
、
上
僚
は
身
を
も
っ
て
認
識
し
た
の

で
あ
る
。
「
彼
自
身
の
ナ
ポ
リ
」
は
こ
う
し
た
意
味
で
「
人
生
の
本

質
」
に
ひ
き
つ
け
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

「
人
は
誰
で
も
彼
自
身
の
ナ
ポ
リ
を
心
の
中
に
持
っ
て
い
る
」
と

い
う
。
心
の
中
に
あ
る
ナ
ポ
リ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

僕
が
そ
の
時
感
動
し
た
の
は
、
（
中
略
）
人
生
の
本
質
と
い
う

も
の
が
、
ア
ル
ト
の
独
唱
に
乗
っ
て
、
僕
自
身
の
魂
の
旋
律
と

な
っ
て
心
の
中
で
ひ
び
き
は
じ
め
た
か
ら
だ
ろ
う
な
。
『
私
は
故

郷
を
求
め
て
さ
迷
う
。
』
た
し
か
に
そ
う
だ
。
た
だ
僕
た
ち
は
こ

の
世
に
於
て
、
何
処
に
そ
の
故
郷
が
あ
る
の
か
知
ら
な
い
ん
だ
よ
。

上
僚
が
ド
イ
ツ
で
聞
い
た
マ
ー
ラ
ー
『
大
地
の
歌
』
（
設
立
へ
の
感

想
で
あ
る
。
上
僚
が
『
大
地
の
歌
』
へ
深
い
共
感
を
寄
せ
る
の
は
、

第
一
楽
章
か
ら
す
で
に
「
告
別
へ
の
予
感
」
が
奏
で
ら
れ
、
「
現
世
に

於
て
酒
に
酔
い
一
時
の
夢
を
貧
り
、
生
き
る
こ
と
を
エ
ン
ジ
ョ
イ
し

て
も
、
告
別
へ
の
予
感
は
い
つ
で
も
低
音
で
響
い
て
い
る
」
と
い
う

理
解
に
も
と
づ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
心
の
中
に
あ
る
「
彼
自
身
の

ナ
ポ
リ
」
が
、
こ
の
世
で
は
決
し
て
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
〈
故

郷
〉
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

『
大
地
の
歌
』
が
『
告
別
』
で
の
〈
故
郷
〉
の
問
題
に
非
常
に
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
小
説
に
音
楽

を
導
入
し
て
い
る
も
の
は
こ
の
作
品
だ
け
で
は
な
い
富
山
崎
）
、
か
、
『
告

別
』
ほ
ど
作
品
の
主
題
と
音
楽
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
も
の
は
他

に
み
ら
れ
な
い
。
「
こ
の
世
の
し
あ
わ
せ
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
人
聞
が
「
生
は
暗
く
、
死
も
ま
た
暗
い
」
と
い
う
告
別
の
予

感
を
た
だ
よ
わ
せ
、
そ
れ
が
作
品
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
。
『
大
地

の
歌
』
か
ら
は
こ
の
主
題
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
福
永
が

め
ざ
し
た
も
の
は
、
「
故
郷
に
む
か
つ
て
さ
ま
よ
い
行
こ
う
」
と
い

う
、
こ
の
世
で
は
決
し
て
得
ら
れ
な
い
人
間
の
〈
故
郷
〉
の
問
題
で

あ
る
。〈

故
郷
〉
が
明
確
に
提
示
さ
れ
る
の
は
、
福
永
の
作
品
で
は
『
告

別
』
が
最
初
で
あ
る
。
『
告
別
』
の
最
後
の
断
章
で
は
、
上
僚
の
〈
故

郷
〉
へ
の
回
帰
が
暗
示
さ
れ
る
。
『
大
地
の
歌
』
第
六
楽
章
「
告
別
」

の
形
式
を
か
り
て
、
合
唱
部
分
の
言
葉
を
折
り
込
み
な
が
ら
、
上
僚

の
こ
の
世
へ
の
告
別
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
平
仮
名
と
片
仮
名
の
段
落

が
め
ま
ぐ
る
し
く
交
互
に
配
置
さ
れ
、
「
告
別
の
予
感
」
を
徐
々
に

高
め
て
い
く
。
「
彼
は
見
て
い
た
」
「
彼
は
聴
い
て
い
た
」
に
続
け
て
、

上
僚
の
人
生
の
中
で
の
重
要
な
場
面
が
展
開
す
る
。
上
僚
は
そ
の
場

au 



面
に
立
ち
会
い
、
「
モ
ウ
取
リ
返
シ
ハ
ッ
カ
ナ
イ
」
生
を
思
い
、
そ
の

生
に
訣
別
し
て
夏
子
の
待
つ
場
所
へ
と
上
僚
は
旅
立
つ
の
で
あ
る
。

「
｜
｜
パ
パ
、
早
ク
イ
ラ
ッ
シ
ャ
イ
。
夏
子
が
此
所
デ
待
ッ
テ
イ
ル

ノ
ヨ
。
」
と
い
う
夏
子
が
待
つ
「
此
所
」
は
、
優
し
く
穏
や
か
な
雰
囲

気
に
満
ち
て
い
る
。
心
の
中
で
絶
え
ず
憧
僚
の
対
象
と
し
て
抱
き
つ

づ
け
て
き
た
も
の
は
、
現
実
の
生
で
は
決
し
て
得
ら
れ
な
い
〈
故

郷
〉
で
あ
っ
た
。
「
此
所
」

H
H

〈
故
郷
〉
な
の
で
あ
る
。

早
ク
イ
ラ
ッ
シ
ャ
イ
、
パ
パ

サ
ヨ
ナ
ラ
、
君
タ
チ
。

永
遠
ニ
：
：
：
。

「
こ
の
世
の
し
あ
わ
せ
」
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
上
僚
は
、
自
ら
の

死
に
よ
っ
て
安
住
の
地
を
見
出
す
。
こ
の
世
に
告
別
し
て
旅
立
つ
こ

と
が
、
上
僚
に
と
っ
て
は
新
た
な
る
世
界
へ
の
出
発
だ
と
は
い
え
な

い
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
『
告
別
』
が
〈
故
郷
〉
の
問
題
を

重
要
な
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

5 

『
告
別
』
で
は
成
熟
し
き
れ
な
か
っ
た
主
題
、
方
法
は
、
よ
り
深

く
発
展
し
て
司
忘
却
の
河
』
に
継
承
さ
れ
た
。
そ
の
最
も
重
要
で
あ

る
の
は
〈
故
郷
〉
の
問
題
で
あ
る
が
、
ま
ず
方
法
の
面
か
ら
み
て
い

」
F

」

A
ノ前

述
し
た
よ
う
に
『
告
別
』
の
全
体
的
な
構
成
は
一
応
の
成
果
を

あ
げ
て
い
る
。
だ
が
、
集
中
し
て
上
僚
の
生
を
描
く
た
め
に
細
部
に

わ
た
っ
て
複
雑
に
構
築
さ
れ
た
方
法
は
、
最
大
限
の
爽
雑
物
を
取
り

払
っ
た
た
め
に
方
法
と
主
題
の
間
に
溝
を
生
じ
さ
せ
た
。
ま
た
内
容

に
関
し
て
も
不
明
瞭
な
点
を
多
く
残
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
上
僚
の

存
在
が
絶
対
的
で
あ
り
、
夏
子
や
マ
チ
ル
ダ
か
ら
土
俵
へ
と
い
う
働

き
か
け
は
ほ
と
ん
ど
存
在
」
（
註
ぎ
し
て
お
ら
ず
、
上
僚
と
「
私
」
の
関

係
に
し
て
も
「
対
等
の
立
場
に
よ
っ
て
い
な
い
」
（
注
＠
の
で
あ
る
。

重
層
的
に
描
か
れ
る
は
ず
の
上
僚
の
生
が
、
単
層
に
し
か
な
っ
て
い

な
い
と
い
え
る
。
一
方
『
忘
却
の
河
』
で
の
連
作
短
編
の
形
式
（
注
包
〉

は
、
一
章
か
ら
七
章
ま
で
の
各
章
ご
と
に
語
り
手
、
視
点
人
物
を
変

え
て
、
各
々
が
独
自
の
文
体
、
リ
ズ
ム
を
持
つ
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
藤
代
家
と
い
う
一
家
庭
が
、
互
い
の
心
の
交
流
も
な

い
隔
て
ら
れ
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
、
構
成
自
ら
が
如
実
に
反
映
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
疎
外
さ
れ
た
他
者
と
の
人
間
関
係
を
集
約
的

に
措
く
こ
と
に
大
き
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
在
号
。
『
告
別
』
で
は

希
薄
だ
っ
た
他
者
と
の
関
係
性
の
中
で
自
己
の
存
在
を
位
置
づ
け
よ

う
と
す
る
姿
勢
が
、
『
忘
却
の
河
』
に
は
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
て
い

る
と
い
え
る
。
そ
れ
が
「
他
人
の
集
合
」
在
き
と
し
て
の
家
庭
を
舞

台
に
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
上
僚
は
家
庭
を
地
獄
の
よ
う
に

感
じ
て
は
い
た
が
、
家
庭
の
中
の
他
者
に
つ
い
て
は
考
え
る
と
い
う

こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
上
僚
だ
け
に
集
中
し
て
む
け
ら
れ
て
い
た
福

永
の
限
が
、
家
庭
を
通
し
て
の
他
者
に
む
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
単
眼

的
な
形
式
か
ら
複
眼
的
な
形
式
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

上
僚
と
藤
代
の
人
物
像
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
二
人
と
も
魂

の
死
を
経
験
し
、
死
ん
だ
人
間
と
し
て
抜
け
殻
の
よ
う
な
生
を
送
っ

て
い
る
。
上
僚
の
場
合
は
、
現
在
の
生
の
空
虚
さ
に
よ
り
焦
点
が
あ

て
ら
れ
、
孤
独
な
心
で
そ
の
生
の
意
味
に
気
づ
か
ぬ
ま
ま
死
を
迎
え

n
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る
と
い
う
道
を
た
ど
る
。
だ
が
藤
代
は
、
現
在
の
生
を
形
成
す
る
も

の
を
追
及
す
る
た
め
に
、
自
己
の
根
源
を
求
心
的
に
探
っ
て
い
く
。

そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
「
過
去
の
私
」
在
忽
が
象
徴
す
る
罪
の
意
識

で
あ
る
。
こ
の
罪
意
識
が
「
生
き
る
こ
と
に
何
等
の
意
味
を
見
出
」

せ
ず
、
「
魂
の
抜
け
殻
」
（
注
お
）
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
藤
代
に
余
儀
な

く
さ
せ
た
。
上
僚
に
お
い
て
罪
の
意
識
は
、
悠
子
を
幸
福
に
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
「
己
ノ
罪
、
ダ
」
と
で
て
く
る
だ
け
で
あ
る
。
夏
子
の

死
に
対
し
て
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
だ
と
責
任
を
感
じ
る
点

に
、
む
し
ろ
罪
の
意
識
の
片
鱗
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
『
告

別
』
で
は
根
源
的
な
罪
に
対
す
る
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。
藤
代
の
罪

意
識
に
戻
る
と
、
彼
の
罪
意
識
の
明
確
な
把
握
は
以
下
の
よ
う
に
な

る
。
ま
ず
自
ら
が
犯
し
た
行
為
に
対
す
る
罪
意
識
か
ら
限
を
そ
ら
さ

ず
に
対
時
す
る
。
そ
し
て
そ
の
罪
を
認
識
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
存

在
に
対
す
る
不
安
、
根
源
的
な
罪
を
模
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自

己
の
存
在
そ
の
も
の
を
間
い
直
す
に
は
、
こ
の
よ
う
な
把
握
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
に
問
題
と
な
る
の
が
〈
故
郷
〉
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る
。
自
己
の
存
在
に
対
す
る
不
安
、
存
在
自
体
が
罪
で
あ
る
と

い
う
根
深
い
意
識
は
、
藤
代
の
場
合
、
自
分
が
故
郷
を
持
ち
得
な

か
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
で
あ
る
。

上
僚
の
〈
故
郷
〉
は
憧
僚
の
対
象
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
夏
子

が
上
僚
を
呼
ぶ
「
此
所
」
は
、
人
間
の
安
住
の
地
で
あ
り
、
魂
の
平

安
が
得
ら
れ
る
場
所
で
あ
る
。
苦
悩
し
、
傷
つ
い
た
上
僚
は
死
を

も
っ
て
そ
こ
へ
還
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
「
生
は
暗
く
、
死
も
ま

た
暗
い
」
と
い
う
上
僚
の
魂
は
、
死
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
と
い
う

構
図
を
も
っ
。
だ
が
上
僚
に
と
っ
て
の
故
郷
は
、
「
脅
か
す
故
郷
」
注
お
）

で
あ
り
、
求
し
て
や
ま
な
い
〈
故
郷
〉
か
ら
疎
外
さ
れ
つ
づ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
中
で
、
藤
代
は
自
己
を
滅
し
つ
つ
あ
る

も
の
の
正
体
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
く
。
自
己
の
故
郷
に
よ
く
似

た
東
北
の
小
さ
な
村
へ
旅
す
る
。
自
分
の
罪
の
す
べ
て
が
そ
こ
に
あ

る
と
い
う
村
は
、
藤
代
が
か
つ
て
心
か
ら
愛
し
た
女
性
が
、
彼
に
裏

切
ら
れ
身
寵
っ
た
ま
ま
身
を
投
げ
た
と
い
う
場
所
で
あ
る
。
藤
代
は

そ
こ
で
あ
ら
ゆ
る
罪
の
捨
て
場
で
あ
り
、
魂
の
再
生
の
場
と
し
て
の

賓
の
河
原
、
よ
り
人
間
的
な
罪
の
感
じ
の
強
く
あ
ら
わ
れ
た
無
縁
墓

地
を
発
見
す
る
。
数
々
の
罪
を
背
負
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
さ
え
の
か

み
の
力
を
か
り
て
捨
て
去
り
、
魂
の
再
生
を
期
す
る
こ
と
を
繰
り
返

し
て
し
か
人
聞
は
生
き
て
い
く
こ
と
、
が
で
き
な
い
。
こ
の
深
い
自
己

認
識
の
結
果
、
藤
代
は
乙
の
現
実
世
界
に
帰
還
す
る
。
韮

g

現
実
が
い
か
に
疎
外
さ
れ
、
す
べ
て
が
不
可
能
な
状
況
に
あ
っ
て
も
、

そ
の
状
況
に
自
己
の
生
を
試
み
る
た
め
に
で
あ
る
。
藤
代
の
限
は
、

家
庭
を
通
し
た
他
者
、
そ
し
て
そ
の
他
者
と
自
分
を
含
め
た
人
間
の

存
在
を
み
つ
め
て
い
る
と
い
え
る
。

『
告
別
』
か
ら
『
忘
却
の
河
』
へ
の
最
大
の
飛
躍
は
、
上
僚
は
死

に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
る
と
い
う
結
末
か
ら
、
同
様
の
課
題
を
背
負
っ

た
藤
代
が
、
現
実
に
ふ
み
と
ど
ま
り
新
た
な
る
日
常
へ
出
発
し
た
と

い
う
点
に
あ
る
。
自
己
の
根
源
へ
と
求
心
的
に
む
か
つ
た
結
果
得
ら

れ
た
認
識
が
、
強
い
自
己
再
生
へ
の
試
み
に
、
つ
な
が
る
こ
と
が
『
忘

却
の
河
』
に
明
確
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

福
永
は
『
告
別
』
の
中
で
上
僚
に
、
「
『
私
は
故
郷
を
求
め
て
さ
迷

う
。
』
た
し
か
に
そ
う
だ
。
た
だ
僕
た
ち
は
こ
の
世
に
於
て
何
処
に

そ
の
故
郷
が
あ
る
の
か
知
ら
な
い
ん
だ
よ
」
と
一
一
一
一
同
わ
せ
て
い
る
。
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『
告
別
』
で
の
〈
故
郷
〉
は
死
を
も
っ
て
帰
還
す
る
こ
と
の
で
き
る

甘
美
な
場
所
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
『
忘
却
の
河
』
で
は
、
「
人
は

古
里
を
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
人
は
古
里
に
帰
る
こ
と
は
出
来

な
い
」
（
注
き
と
明
確
に
主
題
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
福
永
の
こ
の
よ

う
な
意
識
の
深
化
が
、
『
告
別
』
か
ら
『
忘
却
の
河
』
へ
の
飛
躍
を
生

み
出
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
『
告
別
』
は
こ
の
飛
躍
の
基

盤
で
あ
る
点
か
ら
も
成
熟
し
き
れ
ず
に
残
さ
れ
た
主
題
や
、
複
雑
で

未
消
化
の
ま
ま
の
方
法
な
ど
か
ら
実
験
的
小
説
と
し
て
だ
け
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
福
永
の
方
法
へ
の
野
心
、
主
題
の
成
熟
と
い
う
長

編
小
説
へ
の
過
程
の
中
で
、
こ
の
作
品
を
見
る
こ
と
が
必
要
な
の
で

あ
る
。

注

注
1

『
福
永
武
彦
全
小
説
明
四
忘
却
の
河
・
幼
年
』
「
序
」
（
昭
必
・

問
、
新
潮
社
刊
『
福
永
武
彦
全
集
第
七
巻
』
所
収
）

注
2

「
小
説
が
、
我
有
の
現
実
世
界
の
等
価
物
で
あ
ろ
う
と
望
む
な

ら
ば
、
そ
れ
は
必
然
的
に
長
篇
小
説

3
5
8
を
要
求
す
る
」
「
ロ
マ
ン

に
於
て
、
状
況
は
一
層
複
雑
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
異
な
っ
た
状
況

の
総
和
の
上
に
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
組
み
合
せ
の
上
に
、
ロ
マ
ン
は

成
立
す
る
」
（
『
二
十
世
紀
小
説
論
』
昭
悶
・
日
、
岩
永
書
店
刊
。
こ
れ

は
福
永
の
学
習
院
大
学
で
の
講
義
草
案
で
、
昭
和
四
十
一
年
五
月
以

降
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
引
用
文
は
「
ぽ
ロ
ロ
ミ
・
」
と
い
う
日
付

が
つ
い
て
い
る
。

注
3

「
現
在
の
僕
の
野
心
は
も
と
よ
り
ロ
マ
ン
に
あ
る
が
、
少
く
と

も
実
験
の
域
を
脱
す
る
ま
で
は
、
こ
う
し
た
様
々
の
ス
タ
イ
ル
の
短

編
小
説
を
書
き
続
け
た
い
と
思
う
」
（
「
『
塔
』
初
版
ノ
オ
ト
」
『
塔
』
初

版
昭
お
真
善
美
社
刊
「
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
・
ク
レ
ア
ト
リ
ス
」

の
一
巻
全
集
第
二
巻
所
収
〉

注
4

『
忘
却
の
河
』
『
海
市
』
『
死
の
島
』
に
最
も
よ
く
結
実
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

注
5

『
群
像
』
昭
U
・
l
。
単
刊
本
と
し
て
は
昭
初
出
・

4
に
講
談
社
よ

り
、
「
形
見
分
け
」
（
『
群
像
』
昭
部
・

3
）
を
併
載
し
て
刊
行
さ
れ
た
。

注
6

『
福
永
武
彦
全
小
説
M

慶
市
・
告
別
』
「
序
」
（
昭
却
・

3
、
新

潮
社
刊
全
集
第
六
巻
所
収
）

注
7

書
き
下
ろ
し
長
編
と
し
て
昭
却
・

4
に
新
潮
社
よ
り
刊
行
。
（
全

集
第
三
巻
所
収
）

注
8

昭
詔
・

3
1
U
月
ま
で
に
連
作
短
編
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の

を
『
忘
却
の
河
』
と
し
て
ま
と
め
た
。
（
昭
却
・

5

新
潮
社
刊
全

集
第
七
巻
所
収
）

注
9

注
l
に
同
じ
。

注

m
笠
井
潔
氏
は
『
風
土
』
（
『
風
土
』
省
略
版
が
昭
U
・
7
新
潮
社
よ

り
、
『
風
土
』
完
全
版
が
昭
担
・

6
東
京
創
元
社
よ
り
刊
行
さ
れ
て
い

る
）
の
主
人
公
桂
昌
一
一
一
に
「
日
本
と
い
う
特
殊
な
風
土
に
育
っ
た
芸

術
家
の
主
題
」
を
み
、
「
西
欧
並
の
、
本
格
的
な
芸
術
が
日
本
に
お
い

て
は
不
可
能
で
あ
る
」
（
「
〈
愛
の
三
角
形
〉
と
い
う
隠
蔽
｜
福
永
武

彦
論

i
」
『
海
燕
』
昭

m
－
日
〉
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
状

況
が
上
僚
慎
吾
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

注
目
首
藤
基
澄
「
福
永
武
彦
『
告
別
』
の
魂
の
救
姐
」
（
『
方
位
』
第
三

号
昭
日
・
叩
）

注
ロ
注
目
に
同
じ
。
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注
目
上
僚
の
死
と
い
う
完
結
し
た
時
点
か
ら
過
去
を
物
語
る
と
い
う

形
式
を
『
告
別
』
が
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
福
永
の
言
う

と
こ
ろ
の
ロ
マ
ン
と
レ
シ
の
関
係
、
が
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
判
断
を
保
留
す
る
。
レ
シ
が
本
来
的
に
は
語
ら

れ
る
物
語
で
あ
る
が
、
『
告
別
』
が
そ
れ
に
あ
て
は
ま
る
か
ど
う
か
疑

問
が
残
る
か
ら
で
あ
る
。

注
目
『
群
像
』
昭

m
－
4
、
7

（
全
集
第
三
巻
所
収
）

注
目
注
口
に
同
じ
。

注
目
『
告
別
』
の
方
法
、
内
容
を
継
承
し
て
い
る
『
忘
却
の
河
』
の
主
人

公
藤
代
に
も
、
こ
の
考
え
は
強
く
投
影
さ
れ
て
い
る
。

注
口
初
演
は
一
九
一
一
年
十
一
月
二
十
日
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
。
第
一
楽

章
「
大
地
の
哀
愁
を
う
た
う
酒
の
歌
」
、
第
二
楽
章
「
秋
に
さ
び
し
き

も
の
」
、
第
三
楽
章
「
青
春
に
つ
い
て
」
、
第
四
楽
章
「
美
に
つ
い
て
」
、

第
五
楽
章
「
春
に
酔
え
る
も
の
」
、
第
六
楽
章
「
告
別
」
の
六
つ
の
楽

章
か
ら
な
る
。

注
河
川
『
風
土
』
に
は
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
「
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
《
月
光
》
」
、

『
草
の
花
』
に
は
シ
ョ
パ
ン
「
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
第
一
番
」
、
『
死
の
島
』

（
『
文
芸
』
昭
N
U

－
－
1
昭
位
・
ロ
）
に
は
シ
ベ
ソ
ウ
ス
「
ト
ゥ
オ
ネ

ラ
の
白
鳥
」
な
ど
の
諸
作
品
、
が
各
々
導
入
さ
れ
て
い
る
。
音
楽
的
小

説
を
め
ざ
し
た
と
福
永
が
言
明
し
て
い
る
作
品
に
、
パ
ッ
ハ
『
平
均

率
ク
ラ
ヴ
ィ
ア
曲
集
』
を
用
い
た
『
海
市
』
（
昭
0
・
1
）
が
あ
る
。

注
目
堀
竜
一
「
福
永
武
彦
の
転
回
1

1
『
告
別
』
か
ら
『
忘
却
の
河
』

へ
l

l

Q文
化
』
第
必
巻
第
3
・
4
号

昭

関

東

北

大

学

文

学

会）

注
却
注
目
に
同
じ
。

注
幻
『
忘
却
の
河
』
は
以
下
の
よ
う
な
連
作
形
式
で
発
表
さ
れ
た
。

「
一
章
忘
却
の
拘
「
『
文
芸
』
昭
お
・

3

ご
一
章
煙
塵
」
『
文
学
界
』

昭
お
・

8
、
「
一
一
一
章
舞
台
」
『
婦
人
之
友
』
昭
総
・

9
、
「
四
章
夢
の
通

い
路
」
『
小
説
中
央
公
論
』
昭
沼
・
ロ
、
「
五
章
硝
子
の
城
」
『
群
像
』

昭
沼
・
日
、
「
六
章
喪
中
の
人
」
『
ド
小
説
新
潮
』
昭
沼
・
ロ
、
「
七
章
饗

の
河
原
」
『
文
芸
』
昭
却
・
ロ

注
詑
『
忘
却
の
河
』
に
つ
い
て
は
、
廉
川
「
『
忘
却
の
河
』
論
｜
｜
自

己
再
成
へ
の
試
み

l

l」
（
『
論
究
日
本
文
学
第
臼
号
’
回
・

5
）

で
詳
述
し
た
。

注
お
『
忘
却
の
河
』
「
二
一
章
舞
台
」

注
目
『
忘
却
の
河
』
「
一
章
忘
却
の
河
」

注
お
注
目
に
同
じ
。

注
羽
倉
西
聡
「
福
永
武
彦
『
忘
却
の
河
』
論
」
（
『
文
芸
と
批
評
』

6
1

－
昭
回
・
ロ
）

注
幻
藤
代
が
現
実
へ
帰
還
す
る
と
い
う
点
は
、
堀
竜
一
氏
の
前
掲
論

文
に
そ
の
指
摘
が
あ
る
。

注
お
福
永
武
彦
「
『
忘
却
の
河
』
創
作
ノ
オ
ト
」
（
『
国
文
学

鑑
賞
』
昭
臼
・

7
）
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