
拝
啓　

な
か
に
し
礼
様
︱
︱
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
か
え
て　
8

序
章

第
一
章
　
異
邦
人
の
覚
醒

異
邦
人
の
肖
像
を
も
と
め
て　
18

〈
人
生
の
核
〉
と
し
て
の
少
年
時
代　
24

記
憶
の
な
か
の
原
風
景　
28

空
襲　
29

逃
避
行　
31

異
郷
へ
の
追
放　
34

「
引
揚
げ
文
学
」
の
観
点
か
ら　
37

第
二
章
　
創
作
へ
の
助
走

海
の
う
え
の
『
リ
ン
ゴ
の
唄
』　
46

運
命
の
契
機
に
つ
い
て　
50

小
・
中
学
校
時
代
の
影
と
光
と　
56



１ 

〈
影
〉
に
つ
い
て　
56

２ 

〈
光
〉
に
つ
い
て　
64

第
三
章
　
詩
人
の
誕
生

都
市
文
化
の
洗
礼　
70

孤
独
の
肖
像　
74

創
作
者
へ
の
道　
80

シ
ャ
ン
ソ
ン
歌
詞
と
翻
訳
詩　
84

「
三
拍
子
」
を
め
ぐ
る
問
題　
91

作
詞
家
へ
の
途　
95

１　

石
原
裕
次
郎　
96

２　

丸
山
明
宏
（
美
輪
明
宏
）　
100

第
四
章
　
歌
謡
曲
と
国
家
の
影

衝
撃
的
な
告
白　
106

ダ
ブ
ル
・
モ
チ
ー
フ
と
い
う
戦
略　
113

解
釈
を
か
え
る
こ
と
の
リ
ス
ク
と
意
味　
121



み
え
か
く
れ
す
る
国
家
の
影　
127

第
五
章
　
思
想
と
し
て
の
〈
昭
和
歌
謡
〉

Ⅰ流
行
歌
の
思
想　
134

演
歌
が
社
会
批
判
だ
っ
た
時
代
︱
︱
添
田
唖
蟬
坊
と
「
演
歌
」　
135

歌
の
歴
史
を
編
む
と
い
う
こ
と　
137

「
演
歌
」
と
新
体
詩　
140

Ⅱ戦
後
社
会
と
〈
昭
和
歌
謡
〉　
144

歌
を
ヒ
ッ
ト
さ
せ
る
と
い
う
こ
と　
151

〈
ひ
ら
め
き
〉
が
降
り
て
く
る　
155

〈
歌
謡
曲
〉
が
軍
歌
に
な
っ
た
時
代　
158

〈
昭
和
歌
謡
〉
を
も
た
ら
し
た
〝
革
命
〟　
163

〈
昭
和
歌
謡
〉
が
〝
思
想
〟
に
な
る
と
き　
167

第
六
章
　
方
法
的
飛
翔
―
―
『
夜
の
歌
』
の
世
界



命
が
け
の
飛
翔　
178

無
類
の
幻
想
文
学　
180

ゴ
ー
ス
ト
の
原
型
を
追
っ
て　
182

過
去
の
諸
作
品
と
の
関
係　
187

ナ
タ
ー
シ
ャ
が
く
れ
た
慰
撫　
189

父
・
政
太
郎
に
よ
る
自
己
批
判　
192

母
・「
雪
絵
」
の
物
語　
197

兄
、
あ
る
い
は
疫
病
神
と
し
て
の
戦
後
社
会　
204

第
七
章
　
な
ぜ
闘
う
の
か
、
な
ぜ
闘
え
る
の
か

こ
の
力
の
源
泉
は
ど
こ
か
ら
？　
212

ほ
ん
と
う
の
転
機
は
二
〇
一
五
年
に
訪
れ
た
？　
212

文
学
の
力
が
湧
き
あ
が
る　
215

背
中
を
押
し
た
の
は
誰
か
？　
219

闘
え
る
の
は
〈
文
学
〉
の
力
が
あ
る
か
ら　
224



第
八
章
　
な
か
に
し
礼
の
〈
詩
と
真
実
〉

「
作
詞
作
法
」
か
ら
「
作
詩
技
法
」
へ　
228

な
か
に
し
礼
の
〈
詩
と
真
実
〉　
230

１　

底
辺
の
な
い
三
角
形　
231

２　

歌
の
五
体　
232

３　

 「
石
狩
挽
歌
」
の
衝
撃　
234

見
す
え
る
の
は
〝
世
界
〟
と
〝
希
望
〟　
241

エ
ピ
ロ
ー
グ
　
245

な
か
に
し
礼
・
主
要
著
作
物
一
覧　
250



異
邦
人
の
歌
︱
︱
な
か
に
し
礼
の
〈
詩
と
真
実
〉



8

拝
啓　

な
か
に
し
礼
様
―
―
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
か
え
て�

� � �

い
ま
、
ど
ち
ら
で
、
い
か
が
お
過
ご
し
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
？

昨
年
の
十
二
月
に
な
か
に
し
様
の
訃
報
が
届
け
ら
れ
た
と
き
、
ど
こ
か
違
う
世
界
の
架
空
の
で
き
ご
と
の
よ
う

に
受
け
止
め
て
い
る
自
分
が
お
り
ま
し
た
。
私
の
な
か
で
は
、
な
か
に
し
様
が
み
せ
て
く
だ
さ
っ
た
、
め
く
る
め

く
よ
う
な
世
界
の
ほ
う
が
リ
ア
ル
で
あ
り
、
そ
の
ほ
か
の
報
道
は
ど
れ
も
耳
も
と
を
か
す
め
て
ゆ
く
冷
た
い
風
の

ひ
と
ひ
ら
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
と
聞
か
さ
れ
て
も
、
に
わ
か
に
は
受
け
入

れ
ら
れ
ず
、
な
か
に
し
様
の
体
温
の
よ
う
な
も
の
が
私
の
な
か
で
い
ま
も
息
づ
い
て
い
る
感
じ
が
、
と
ぎ
れ
る
こ

と
な
く
続
い
て
い
ま
す
。

私
が
な
か
に
し
様
の
こ
と
を
本
に
書
き
た
い
と
思
い
た
っ
た
の
は
、
い
ま
か
ら
七
年
ほ
ど
さ
か
の
ぼ
る

二
〇
一
四
年
の
こ
と
で
し
た
。
そ
の
と
き
、
な
か
に
し
様
は
、
日
本
政
府
が
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認
し
た

こ
と
に
激
し
い
怒
り
を
表
明
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
私
を
こ
う
し
て
立
ち
あ
が
ら
せ
る
引
き
金
に
な
り
ま
し

た
。一

九
五
五
年
生
ま
れ
の
私
は
、
子
供
の
頃
か
ら
た
く
さ
ん
た
く
さ
ん
歌
謡
曲
を
き
い
て
育
ち
ま
し
た
。
あ
の
頃
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の
記
憶
の
ど
の
ひ
と
幕
を
と
っ
て
も
、
か
な
ら
ず
そ
こ
に
は
そ
の
当
時
き
い
た
歌
謡
曲
の
お
も
い
で
が
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
根
づ
い
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
世
代
で
あ
り
ま
す
。

な
か
に
し
様
の
お
名
前
は
、
そ
の
頃
か
ら
子
供
心
に
ず
っ
と
輝
い
て
お
り
ま
し
た
。
夢
の
よ
う
な
歌
を
つ
く
ら

れ
る
、
自
分
と
は
ま
る
で
ち
が
う
別
の
世
界
の
か
た
の
よ
う
に
感
じ
て
お
り
ま
し
た
。

そ
の
貴
方
が
、
地
つ
づ
き
の
お
な
じ
た
ち
位
置
か
ら
、
こ
の
恥
お
お
き
世
界
に
た
い
し
て
渾
身
の
怒
り
を
ぶ
つ

け
ら
れ
た
姿
は
、
ど
ん
な
に
か
私
の
心
を
奮
い
た
た
せ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
私
は
、
な
か
に
し
様
の
そ

の
怒
り
が
、
こ
れ
ま
で
つ
く
っ
て
こ
ら
れ
た
歌
の
か
ず
か
ず
と
地
つ
づ
き
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
、
ほ
ん
と
う

に
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
わ
が
目
を
開
か
れ
た
の
で
す
。

さ
て
、
私
が
こ
の
『
異
邦
人
の
歌
』
執
筆
に
さ
い
し
て
心
が
け
た
の
は
、
な
か
に
し
様
の
作
詩
家（

＊
）と

し
て
の
長

い
キ
ャ
リ
ア
と
、
そ
の
前
史
を
な
す
少
年
期
か
ら
青
年
期
ま
で
の
激
動
の
か
ず
か
ず
、
ま
た
ご
自
身
の
が
ん
と
の

闘
い
、
さ
ら
に
は
政
権
批
判
の
政
治
的
言
動
な
ど
、
ど
れ
も
深
い
思
想
と
洞
察
に
も
と
づ
い
た
い
く
つ
も
の
ド

キ
ュ
メ
ン
ト
・
シ
ー
ン
を
、
で
き
る
だ
け
順
序
だ
て
て
記
録
す
る
こ
と
で
し
た
。

そ
の
背
景
に
は
、
私
な
り
の
〝
な
か
に
し
礼
〟
像
を
そ
う
や
っ
て
描
き
だ
す
こ
と
に
よ
り
、
昭
和
か
ら
平
成
に

あ
い
わ
た
る
な
か
に
し
様
の
か
ず
か
ず
の
お
仕
事
の
意
味
を
、
歴
史
時
間
の
流
れ
の
な
か
へ
明
確
に
ポ
ジ
シ
ョ
ニ

ン
グ
し
た
い
と
の
つ
よ
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
そ
う
は
い
っ
て
も
著
述
家
は
そ
の
作
品
の
で
き
ぐ
あ
い
に
よ
っ
て
の
み
評
価
さ
れ
る
わ
け
で
、
結
果

が
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
は
重
々
承
知
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
な
か
に
し
様
が
す
で
に
こ
の
世
を
去
ら
れ
た
い
ま
、
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本
書
を
お
み
せ
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
ほ
ん
と
う
に
心
残
り
で
な
り
ま
せ
ん
。
拙
著
に
対
す
る
ご
評

価
が
テ
ス
ト
で
い
っ
た
ら
〝
零
点
〟
で
な
い
こ
と
だ
け
を
ひ
と
り
祈
る
ば
か
り
で
す
。

乱
筆
乱
文
、
ひ
ら
に
ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

敬
具

二
〇
二
一
年
三
月
十
一
日

添
田 

馨

＊�

本
書
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
や
機
会
に
応
じ
て
、
適
宜
、「
詞
」
と
「
詩
」
の
ふ
た
つ
の
漢
字
表
記
を
使
い
分
け
て
お
り
ま
す
。
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海
の
う
え
の
『
リ
ン
ゴ
の
唄
』

『
リ
ン
ゴ
の
唄
』（
作
詞�

サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
・
作
曲�

万
城
目
正
、
一
九
四
六
年
）
は
、
な
か
に
し
氏
に
と
っ
て
「
残
酷

な
歌
」
だ
っ
た
と
い
う
。

私
は
こ
の
言
葉
を
読
ん
だ
と
き
、
一
瞬
、
戸
惑
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
ず
っ
と
今
日
ま
で
、
こ
の
『
リ
ン
ゴ

の
唄
』
こ
そ
が
、
敗
戦
後
、
も
っ
と
も
は
や
く
人
々
に
愛
さ
れ
親
し
ま
れ
た
楽
曲
で
あ
り
、
わ
が
国
の
戦
後
歌
謡

曲
の
出
発
を
つ
げ
る
記
念
碑
的
作
品
で
あ
る
と
信
じ
込
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。

よ
く
テ
レ
ビ
な
ど
で
、
な
つ
か
し
い
日
本
の
歌
謡
曲
を
流
す
番
組
が
、
む
か
し
は
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。
そ
の
な

か
で
、
か
な
ら
ず
と
言
っ
て
よ
い
く
ら
い
に
流
れ
た
の
が
こ
の
歌
だ
っ
た
。

ま
た
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番
組
な
ど
で
、
終
戦
直
後
の
街
の
風
景
の
映
像
が
放
映
さ
れ
る
さ
い
な
ど
に
、

バ
ッ
ク
に
流
れ
る
の
も
、
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
こ
の
歌
だ
っ
た
。

私
は
む
ろ
ん
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
こ
の
『
リ
ン
ゴ
の
唄
』
を
聴
き
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
や
っ

て
、
い
わ
ば
門
前
の
小
僧
の
耳
学
問
の
よ
う
に
し
て
こ
の
歌
を
覚
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。
ま
る
で
当
時
の
す
べ
て

の
日
本
人
が
、
こ
の
歌
の
明
る
い
歌
詞
と
メ
ロ
デ
ィ
に
生
き
る
希
望
を
見
出
し
て
い
た
、
そ
ん
な
風
に
頭
か
ら
信

じ
こ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
は
私
の
頭
の
な
か
で
作
り
あ
げ
ら
れ
た
神
話
に
過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

仮
に
、
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
曲
を
手
放
し
で
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
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き
な
か
っ
た
人
々
も
ま
た
た
く
さ
ん
い
た
で
あ
ろ
う
事
実
に
、
私
の
想
像
力
は
ま
っ
た
く
及
ん
で
い
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

な
か
に
し
氏
が
こ
の
歌
を
は
じ
め
て
聴
い
た
の
は
、
引
揚
げ
船
の
な
か
で
だ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
る
真
っ
暗
な
夜

に
、
お
姉
さ
ん
と
ふ
た
り
甲
板
か
ら
身
を
投
げ
て
自
殺
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
救
っ
て
く
れ
た
若
い
船
員

の
部
屋
で
、
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
緊
迫
し
た
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

姉
と
私
は
フ
ェ
ン
ス
に
手
を
か
け
、
右
足
を
か
け
、
心
を
合
わ
せ
て
、
同
時
に
飛
び
越
え
よ
う
と
し
た
。

そ
の
時
、
二
人
の
背
中
を
ガ
シ
ッ
と
つ
か
ま
え
た
力
強
い
手
が
あ
っ
た
。

「
君
た
ち
は
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
死
ぬ
な
ん
て
こ
と
を
考
え
て
は
い
け
な
い
よ
。
元
気
を
出
さ
な

き
ゃ
ダ
メ
じ
ゃ
な
い
か
」

日
本
人
の
船
員
さ
ん
だ
っ
た
。
彼
は
私
た
ち
の
肩
に
手
を
か
け
、
ち
ょ
っ
と
ぼ
く
の
部
屋
へ
遊
び
に
お
い
で
、

と
言
っ
て
歩
き
出
し
た
。

彼
は
紅
茶
を
入
れ
て
く
れ
た
。
笑
う
と
白
い
歯
が
キ
ラ
リ
と
光
る
青
年
だ
っ
た
。
名
前
は
福
島
誠
と
い
っ
た
。

部
屋
に
は
ラ
ジ
オ
が
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
。
海
の
上
で
、
日
本
の
短
波
が
入
る
の
だ
そ

う
だ
。

ラ
ジ
オ
か
ら
、
女
の
人
の
う
た
う
明
る
い
歌
が
流
れ
て
来
た
。
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「
こ
の
歌
は
ね
、『
リ
ン
ゴ
の
唄
』
っ
て
い
う
ん
だ
。
今
、
日
本
で
は
敗
戦
の
悲
し
み
を
忘
れ
て
、
み
ん
な
頑

張
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。『
リ
ン
ゴ
の
唄
』
を
唄
い
な
が
ら
、
焼
跡
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
い
る
ん
だ
よ
。
君
た
ち

も
、
死
の
う
な
ん
て
考
え
な
い
で
、
頑
張
ら
な
く
ち
ゃ
」　　
　
　

 

（「
リ
ン
ゴ
の
唄
」『
翔
べ
‼　

わ
が
想
い
よ
』）

な
ん
だ
か
と
て
も
象
徴
的
な
情
景
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
人
に
と
っ
て
の
命
の
恩
人
で
あ
る
こ
の
福
島
青
年
は
、
そ
の
言
動
の
一
端
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
内
地
の
人
間

な
の
で
あ
ろ
う
。
敗
戦
の
傷
跡
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
、
戦
後
復
興
に
む
か
う
新
し
い
時
代
の
風
を
い
わ

ば
全
身
で
呼
吸
し
て
、
そ
の
オ
ー
ラ
で
ふ
た
り
を
包
み
こ
む
よ
う
に
し
て
現
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
瞬
間
ま
で
、
中
西
姉
弟
は
子
供
な
が
ら
に
生
き
る
希
望
を
す
べ
て
な
く
し
、
今
ま
さ
に

海
へ
身
投
げ
し
よ
う
と
す
る
寸
前
に
ま
で
追
い
つ
め
ら
れ
た
、
時
代
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
存
在
だ
っ
た
。
そ
ん
な

絶
望
の
さ
な
か
に
思
い
が
け
ず
現
れ
た
希
望
の
光
が
、
こ
の
福
島
青
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
な
か
に
し
氏
に
と
っ
て
そ
れ
は
な
ん
と
も
苦
い
希
望
で
あ
っ
た
。

ラ
ジ
オ
か
ら
き
こ
え
て
き
た
『
リ
ン
ゴ
の
唄
』
は
、
女
の
人
の
声
だ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
歌
っ
て
い
た
の
は
歌

手
の
並
木
路
子
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
な
か
に
し
氏
は
、
は
じ
め
て
そ
の
歌
を
聴
い
た
と
き
の
印
象
を
こ
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。

な
ん
と
い
う
明
る
い
歌
だ
ろ
う
。
私
の
母
国
の
日
本
人
た
ち
は
、
も
う
こ
ん
な
に
明
る
い
歌
を
唄
っ
て
い
る
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の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
が
、
ま
だ
、
こ
う
し
て
真
っ
黒
な
海
の
上
に
い
る
の
に
、
着
の
み
着
の
ま
ま
、
食
う
や

食
わ
ず
、
命
か
ら
が
ら
逃
げ
つ
づ
け
て
同
胞
が
ま
だ
母
国
の
土
を
踏
ん
で
い
な
い
の
に
。
な
ぜ
平
気
で
こ
ん
な

に
明
る
い
歌
が
唄
え
る
ん
だ
ろ
う
。
ど
う
し
て
、
も
う
少
し
、
私
た
ち
の
帰
り
を
待
っ
て
い
て
く
れ
な
い
の
だ
。

『
リ
ン
ゴ
の
唄
』
は
私
に
と
っ
て
、
残
酷
な
歌
だ
っ
た
。

お
い
て
き
ぼ
り
を
く
っ
た
よ
う
な
、
仲
間
は
ず
れ
に
さ
れ
た
よ
う
な
、
存
在
を
無
視
さ
れ
た
よ
う
な
、
悲
し

い
想お

も

い
が
こ
み
上
げ
て
来
て
、
私
は
『
リ
ン
ゴ
の
唄
』
を
唄
い
な
が
ら
、
泣
い
た
。　
　
　
　
　
　
　
（
同
前
）

決
定
的
に
食
い
違
っ
て
い
た
の
は
、
ま
さ
し
く
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
時
間
の
速
度
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。母

国
・
日
本
と
い
っ
て
も
、
中
西
少
年
に
と
っ
て
そ
こ
は
、
ま
だ
見
ぬ
異
国
の
地
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。
や
は

り
自
分
の
本
当
の
故
郷
は
、
満
州
の
牡
丹
江
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
帰
る
べ
き
故
郷
は
す
で
に
な
く
、
自
分
た
ち
は
い
ま
、
寄
る
辺
の
な
い
引
揚
船
に
の
せ
ら
れ
、
み

ぎ
も
ひ
だ
り
も
分
か
ら
な
い
真
っ
暗
な
海
の
上
を
進
ん
で
い
る
。

中
西
少
年
の
う
ち
が
わ
を
こ
の
と
き
流
れ
て
い
た
時
間
は
、
ま
だ
あ
ま
り
に
も
つ
ら
い
過
去
を
ひ
き
ず
っ
た
ま

ま
の
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
ラ
ジ
オ
か
ら
き
こ
え
て
き
た
『
リ
ン
ゴ
の
唄
』
が
告
げ
て
い
た
故
国

を
流
れ
る
時
間
は
、
す
で
に
そ
ん
な
暗
い
過
去
と
は
決
別
し
、
ど
こ
か
知
ら
な
い
ず
っ
と
先
の
明
る
い
時
代
を
告

知
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
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中
国
の
遼
寧
省
瀋
陽
市
の
近
郊
に
あ
っ
た
葫
蘆
島
（
コ
ロ
島
）
―
―
当
時
、
こ
こ
は
在
留
日
本
人
送
還
の
た
め

の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
―
―
か
ら
佐
世
保
ま
で
、
引
揚
船
で
の
二
週
間
の
航
路
が
意
味
し
て
い
た
の
は
、
た
ん
な

る
海
上
で
の
移
動
時
間
な
の
で
は
な
く
、
戦
中
か
ら
戦
後
に
い
た
る
歴
史
の
激
変
に
さ
い
し
、
い
や
お
う
な
く
中

西
姉
弟
を
の
み
こ
ん
で
い
っ
た
時
空
の
裂
け
目
そ
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

な
か
に
し
礼
の
創
作
へ
の
助
走
は
、
す
で
に
も
う
こ
の
時
に
始
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
と

き
、
そ
う
私
は
確
信
す
る
に
至
っ
た
。

運
命
の
契
機
に
つ
い
て

詩
や
小
説
な
ど
お
よ
そ
文
学
を
こ
こ
ろ
ざ
す
者
に
は
、
本
人
に
も
明
確
に
は
意
識
さ
れ
な
い
も
の
の
、
少
年
期

の
は
や
い
時
期
の
ど
こ
か
で
、
な
に
か
思
い
も
よ
ら
な
い
運
命
の
契
機
が
か
な
ら
ず
訪
れ
て
い
る
も
の
だ
。
だ
が
、

そ
れ
が
何
な
の
か
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
ひ
と
こ
と
で
言
い
あ
ら
わ
す
の
は
極
め
て
む
ず
か
し
い
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
れ
こ
そ
が
文
学
者
に
と
っ
て
は
じ
ぶ
ん
が
生
き
る
原
点
そ
の
も
の
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
規
定
し
て
い

る
も
の
だ
か
ら
だ
。

わ
が
国
で
も
広
く
読
ま
れ
た
小
説
で
、
作
家
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
自
己
告
白
的
な
作
品
と
し
て
多
く
の
日
本
人

作
家
に
も
影
響
を
与
え
た
『
ト
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
の
な
か
に
、
じ
つ
に
印
象
深
い
一
節
が
あ
る
。

（
…
）
人
間
的
な
も
の
を
演
じ
た
り
、
弄
ん
だ
り
、
効
果
的
に
趣
味
ぶ
か
く
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
ま
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た
露
ほ
ど
で
も
表
現
し
よ
う
と
い
う
気
に
な
る
に
は
で
す
ね
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
何
か
超
人
間
的
な
、
非
人
間

的
な
も
の
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
人
間
的
な
も
の
に
た
い
し
て
奇
妙
に
疎
遠
な
、
超
党
派
的
関

係
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
様
式
や
形
式
や
表
現
へ
の
才
と
い
う
も
の
が
す
で
に
人
間
的
な

も
の
に
た
い
す
る
こ
う
い
う
冷
や
か
で
小
む
ず
か
し
い
関
係
、
い
や
あ
る
人
間
的
な
貧
困
と
荒
廃
を
前
提
と
し

て
い
ま
す
。
ど
の
み
ち
健
全
で
強
い
感
情
は
没
趣
味
な
も
の
で
す
か
ら
ね
。　
　
　
　
　
　
　

�（
高
橋
義
孝
訳
）

文
学
作
品
が
人
間
の
根
源
的
領
域
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

〝
人
間
的
な
も
の
〟
を
表
現
す
る
は
ず
の
作
家
自
身
が
、「
非
人
間
的
な
も
の
」
で
あ
り
「
人
間
的
な
貧
困
と
荒
廃

を
前
提
」
に
し
て
い
る
の
だ
と
マ
ン
は
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？

ひ
と
つ
の
解
釈
と
し
て
あ
り
う
る
の
は
、
文
学
表
現
の
技
法
に
か
ん
す
る
も
の
だ
。
つ
ま
り
、
人
が
な
ん
ら
か

の
感
情
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
い
る
と
き
ほ
ど
、
そ
の
意
識
は
文
学
表
現
か
ら
最
も
遠
い
場
所
に
追
い
や
ら
れ
て

い
る
と
い
う
基
本
的
な
洞
察
で
あ
る
。

た
と
え
ば
悲
し
み
の
感
情
を
表
現
す
る
と
き
、
た
だ
「
悲
し
い
」
と
だ
け
書
い
て
も
そ
れ
は
芸
術
表
現
に
は
な

ら
な
い
。
作
家
は
自
分
が
表
現
し
た
い
感
情
の
流
れ
か
ら
い
っ
た
ん
身
を
引
き
は
が
し
、
一
定
の
距
離
を
お
い
て

そ
の
感
情
の
微
細
な
襞
を
く
ま
な
く
観
察
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
の
言
語
的
対
応
物
を
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
的
表
現
と

し
て
配
置
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
的
な
も
の
に
対
す
る
「
冷
や
や
か
で
小
む
ず
か
し
い
関
係
」
と
は
こ
の
よ
う
な
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こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
こ
み
い
っ
た
説
明
は
要
し
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
本
当
に
問
題
な
の
は
、
作
家
の
こ
う
し
た
あ
り
方
が
人
間
と
し
て
の
「
貧
困
と
荒
廃
」
の
う
え
に
立
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
認
識
な
の
で
あ
る
。

人
間
存
在
の
本
質
を
穿
つ
ほ
ん
も
の
の
文
学
表
現
を
う
ち
た
て
る
に
あ
た
り
、
作
者
は
非
人
間
的
な
存
在
に

な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
の
指
摘
は
、
人
が
文
学
創
作
に
真
摯
に
向
き
あ
う
に
際
し
、
私
に
は
き

わ
め
て
重
大
な
こ
と
と
映
る
。
な
ぜ
な
ら
、
作
家
に
と
っ
て
自
分
自
身
の
宿
命
の
色
濃
い
影
が
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
、
こ
こ
に
は
否
応
な
く
意
識
さ
れ
は
じ
め
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
に
は
、
近
代
以
降
の
文
学
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
大
き
く
ふ
た
つ
の
共
通
認
識
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。

ひ
と
つ
は
そ
こ
で
目
指
さ
れ
た
文
学
が
、
徹
頭
徹
尾
、
孤
立
し
た
個
人
の
内
面
か
ら
発
し
た
、
個
人
に
よ
る
、

個
人
の
た
め
の
文
学
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
ら
の
個
人
を
根
底
で
さ
さ
え
る
最
後
の
受

け
皿
と
な
る
よ
う
な
絶
対
的
存
在
は
す
で
に
な
く
、
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ま
っ
た
き
虚
無
な
の
だ
と
い
う
こ
と
。

こ
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。

近
代
以
降
に
個
人
が
文
学
表
現
の
担
い
手
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
私
た
ち
が
人
間
ら
し
く
暮
ら
し
て
い
く
た
め

に
本
来
必
要
と
さ
れ
る
べ
き
共
同
体
が
、
取
り
返
し
よ
う
も
な
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
近
代
社
会
に
特
有
の
都
市

化
さ
れ
た
現
実
が
あ
っ
た
。
社
会
的
生
産
の
産
業
化
が
進
展
し
た
こ
と
に
よ
り
、
大
都
市
と
伝
統
的
農
村
と
の
乖

離
は
決
定
的
と
な
り
、
個
人
に
と
っ
て
大
都
市
は
不
安
ば
か
り
が
う
ず
ま
く
新
た
な
異
郷
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
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