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十
九
の
年
の
二
月
に
︑
私
は
ち
ょ
っ
と
の
間
死
ん
で
い
た
の
で

あ
っ
た
ら
し
い
︒
釣
台
で
運
ば
れ
た
途
中
の
霊
南
坂
に
︑
雪
の
白

く
積
っ
て
い
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
る
し
︑
か
つ
ぎ
こ
ま
れ
た
東

京
病
院
の
医
者
が
︑
た
ぶ
ん
喀
血
だ
と
思
っ
て
眉
を
ひ
そ
め
て
い

る
看
護
婦
達
に
で
も
き
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
︑﹁
吐
血
だ
︑
吐
血

だ
﹂
と
大
き
な
声
で
い
っ
て
い
た
の
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
で
︑

自
分
で
は
決
し
て
死
ん
だ
り
な
ど
し
な
か
っ
た
つ
も
り
な
の
だ

が
︑
そ
れ
か
ら
後
電
報
が
打
た
れ
た
由
で
︑
在
京
の
親
戚
な
ど
が

枕
元
に
集
っ
て
来
た
の
が
︑
妙
に
早
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た



6

か
ら
︑
残
念
な
が
ら
し
ば
ら
く
は
意
識
不
明
の
状
態
ぐ
ら
い
に
な

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
自
分
で
は
決
し
て
意
識
を
失
う

な
ど
と
い
う
不
覚
に
は
陥
ら
な
か
っ
た
つ
も
り
で
い
た
の
で
︑
そ

の
後
あ
ま
り
大
病
人
ら
し
く
扱
わ
れ
る
の
が
面
白
く
な
か
っ
た
︒

物
々
し
い
顔
を
つ
き
合
せ
て
何
か
ぼ
そ
ぼ
そ
話
合
っ
て
い
る
親
戚

や
父
が
妙
に
疎
ま
し
か
っ
た
︒

と
に
か
く
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
間
も
な
く
︑
見
舞
に

来
て
く
れ
た
友
人
が
︑
確
か
春
陽
堂
版
の
﹃
鶉
籠
﹄
と
﹃
虞
美
人

草
﹄
の
合
本
縮
刷
版
を
持
っ
て
来
て
く
れ
た
︒
そ
れ
が
私
の
漱
石

に

︱
と
い
う
よ
り
近
代
文
学
ら
し
い
も
の
に
接
し
た
最
初
だ
っ
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た
︒
今
か
ら
考
え
る
と
︑
て
い
よ
く
私
を
近
代
文
学
な
ど
と
い
う

危
険
な
も
の
か
ら
遠
ざ
か
ら
せ
て
置
こ
う
と
し
た
︑
父
の
謀
遠
深

慮
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
だ
が
︑
中
学
に
入
っ
て
少
し
物
ご
こ
ろ
づ

い
た
頃
か
ら
︑
私
は
教
科
書
以
外
の
読
書
を
禁
じ
ら
れ
た
︒﹁
躰

が
弱
い
の
だ
か
ら
本
な
ど
読
ん
で
い
て
は
い
け
な
い
︑遊
べ
遊
べ
﹂

︱
大
き
な
声
で
英
語
の
リ
ー
ダ
ァ
で
も
読
ん
で
い
る
の
で
な
い

と
︑
私
は
と
も
す
る
と
父
か
ら
こ
う
い
わ
れ
て
机
の
前
を
追
立
て

ら
れ
た
︒
だ
か
ら
私
は
︑
私
ど
も
の
年
配
な
ら
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃

に
読
む
の
が
定
石
だ
っ
た
︑
獨
歩
や
蘆
花
な
ど
を
も
知
ら
ず
に
中

学
校
を
卒
業
し
か
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒
獨
歩
の
﹃
武
蔵
野
﹄
を
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自
分
で
製
本
し
て
︑
そ
っ
と
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
の
ば
せ
て
い
る
よ
う

な
学
生
だ
っ
た
友
人
が
︑
そ
う
い
う
私
に
い
く
ら
か
で
も
濡
れ
た

気
も
ち
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
︑﹃
草
枕
﹄
や
﹃
虞
美
人
草
﹄
の

御
見
舞
と
な
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
︒

友
人
の
ね
ら
い
は
図
星
に
当
っ
た
︒
む
し
ろ
当
り
過
ぎ
た
︒
一

度
死
ん
で
生
き
か
え
っ
た
ば
か
り
の
私
は
︑
此
の
書
物
を
読
ん
で

す
ぐ
夢
中
に
な
っ
た
︒
文
学
と
は
こ
ん
な
に
面
白
い
も
の
か
と
思

っ
た
︒
附
添
い
の
母
な
ど
が
案
じ
る
の
も
か
ま
わ
ず
︑
二
度
読
ん

だ
︒
三
度
読
ん
だ
︒
幾
度
く
り
か
え
し
た
か
覚
え
て
も
い
な
い
が
︑

し
ま
い
に
は
友
人
以
外
の
親
戚
の
連
中
な
ど
が
見
舞
に
来
て
も
︑
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一
向
取
合
お
う
と
も
せ
ず
此
本
に
ば
か
り
読
み
ふ
け
っ
て
い
た
︒

見
か
ね
た
看
護
婦
が
︑﹁
せ
っ
か
く
御
見
舞
の
方
が
見
え
た
の
で

す
か
ら
﹂
な
ど
と
取
な
し
て
く
れ
て
も
︑﹁
い
や
彼
等
は
ほ
ん
と

に
自
分
の
こ
と
を
心
配
し
て
見
舞
に
来
て
く
れ
た
の
で
は
な
い
︒

た
だ
社
交
と
し
て
︑
な
い
し
は
父
へ
の
義
理
と
し
て
︑
挨
拶
に
来

て
い
る
だ
け
の
も
の
だ
︒
だ
か
ら
母
な
り
来
合
せ
て
い
る
父
な
り

が
相
手
を
し
て
い
れ
ば
い
い
の
で
︑
自
分
の
関
知
し
た
こ
と
で
は

な
い
﹂

︱
そ
ん
な
意
味
の
こ
と
を
い
っ
て
は
︑
よ
け
い
書
物
に

か
じ
り
つ
い
て
見
せ
た
り
し
た
︒
そ
れ
で
﹁
変
人
﹂
だ
と
か
﹁
気

む
づ
か
し
い
﹂
と
か
い
わ
れ
る
と
︑
内
心
か
え
っ
て
得
意
に
な
り
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な
が
ら
︑
そ
ん
な
こ
と
を
い
う
相
手
を
軽
蔑
し
た
の
で
あ
る
︒﹁
社

交
的
な
儀
礼
だ
け
に
生
き
る
ウ
ソ
ツ
キ
﹂﹁
ウ
ソ
を
つ
い
て
い
な

が
ら
そ
れ
が
正
し
い
生
き
方
だ
と
思
っ
て
い
る
俗
物
﹂

︱
そ
の

時
の
私
の
肚
の
中
に
は
そ
ん
な
言
葉
が
出
来
上
っ
て
い
た
︒
つ
ま

り
﹃
虞
美
人
草
﹄
な
ど
の
世
界
に
完
全
に
捉
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
︒
そ
う
し
て
そ
れ
が
そ
も
そ
も
の
キ
ッ
カ
ケ
で
︑
そ
の
時

の
病
気
か
ら
ど
う
や
ら
恢
復
し
た
頃
の
私
は
︑
高
等
学
校
の
文
科

を
志
望
す
る
人
間
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
し
か
も
結
局
の
研

究
対
象
と
し
て
は
国
文
学
を
選
ぶ
つ
も
り
の

︱
︒

そ
う
な
る
ま
で
の
過
程
に
は
︑﹃
草
枕
﹄
と
い
う
も
の
が
強
く
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は
た
ら
き
か
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
︒
退
院
後
静
養
の
た

め
郷
里
に
帰
ら
さ
れ
た
私
は
︑
間
も
な
く
俳
諧
文
庫
の
﹃
芭
蕉
全

集
﹄
と
い
う
も
の
を
買
っ
て
い
る
︒﹃
草
枕
﹄
か
ら
俳
句
へ
︑
そ

し
て
結
局
芭
蕉
へ
︑
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
︒

そ
の
間
に
︑
同
じ
合
本
縮
刷
版
の
﹃
三
四
郎
﹄﹃
そ
れ
か
ら
﹄﹃
門
﹄

や
﹃
切
抜
帖
﹄
な
ど
も
読
ん
だ
の
で
あ
っ
た
が
︑﹃
そ
れ
か
ら
﹄

な
ど
は
ど
う
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
︒﹃
虞
美
人
草
﹄

張
り
の
文
章
で
﹃
虞
美
人
草
﹄
張
り
の
感
想
を
日
記
風
に
書
い
た

り
す
る
か
た
わ
ら
︑
私
は
ぐ
ん
ぐ
ん
﹁
枯
寂
﹂
の
世
界
に
ひ
か
れ

て
行
っ
た
︒
病
後
だ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
あ
げ
く
に
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は
例
の
﹁
あ
な
た
ま
か
せ
﹂
の
思
想
な
ど
に
傾
倒
す
る
こ
と
に
な

っ
た
︒
芭
蕉
に
頭
か
ら
の
め
り
こ
ん
で
行
く
一
方
︑
相
馬
御
風
の

﹁
風
人
淨
土
﹂
な
ど
に
も
親
し
ん
だ
︒
漱
石
の
結
論
﹁
則
天
去
私
﹂

が
︑
わ
け
も
わ
か
ら
ず
あ
り
が
た
か
っ
た
︒
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か

ら
来
た
国
文
学
志
望
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
む
ろ
ん
私
と
い
う
つ
ま
ら
ぬ
人
間
の
心
の
歴
史
の
一
断

片
だ
が
︑
し
か
し
そ
う
い
う
歴
史
を
閲
し
て
い
る
だ
け
に
︑
漱
石

作
品
の
魅
力
と
そ
れ
の
持
つ
危
険
性
と
に
つ
い
て
は
︑
実
感
的
に

語
り
得
る
資
格
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄

や
﹃
虞
美
人
草
﹄
は
私
の
目
を
あ
け
て
く
れ
た
︒
中
学
生
で
あ
っ
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た
私
は
︑
そ
の
一
両
年
前
頃
か
ら
︑
学
校
や
家
庭
に
何
か
し
ら
モ

ヤ
モ
ヤ
と
不
明
朗
な
も
の
が
お
お
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
る
の
を
感
じ

て
︑
不
愉
快
で
た
ま
ら
な
か
っ
た
︒
い
ら
い
ら
し
て
教
師
や
両
親

に
つ
っ
か
か
っ
て
ば
か
り
い
た
︒
そ
う
い
う
不
快
や
焦
燥
の
由
来

す
る
と
こ
ろ
を
︑﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
や
﹃
虞
美
人
草
﹄
が
は
っ
き

り
と
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
︒そ
の
意
味
で
そ
れ
ら
の
作
品
は
︑

私
に
周
囲
の
事
物
を
ど
の
角
度
か
ら
ど
う
い
う
風
に
見
る
べ
き
か

を
教
え
て
く
れ
た
︑
あ
り
が
た
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

が
︑
そ
れ
は
︑
そ
う
い
う
見
方
を
教
え
る
と
同
時
に
︑
周
囲
の

世
界
を
軽
蔑
す
る

︱
少
く
と
も
人
間
的
な
正
し
い
生
き
方
と
は
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縁
な
き
も
の
と
し
て
投
出
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
よ
う
な
︑
驕
慢

に
し
て
し
か
も
否
定
的
絶
望
的
な
気
も
ち
を
持
た
せ
ず
に
は
置
か

な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
周
囲
と
衝
突
ば
か
り
し
て
い
た
当

年
の
漱
石
の
心
境
か
ら
直
接
来
た
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
だ
し
︑
そ

の
否
定
観
や
絶
望
感
か
ら
︑
俳
句
的
な
︑
彼
の
い
わ
ゆ
る
離
れ
て

眺
め
る
態
度
な
ど
も
生
れ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ
こ

に
は
厳
し
い
批
評
と
︑つ
き
放
し
た
観
照
と
が
あ
る
だ
け
だ
っ
た
︒

そ
れ
は
い
わ
ば
厳
し
い
人
生
批
評
家
の
観
照
で
︑
民
衆
と
と
も
に

生
き
る
作
家
の
観
照
で
は
な
か
っ
た
︒
周
囲
の
人
々
と
一
し
ょ
に

泥
に
ま
み
れ
る
の
で
は
な
い
︑
特
等
席
か
ら
の
見
物
人
の
態
度
だ
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っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
知
れ
な
い
︒
そ
う
い
う
見
物
人
に
な

ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
漱
石
の
淋
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
︑
そ
れ
が
そ
う
い
う
特
等
席
の
見
物
人
意
識
を
知
ら
ず
知
ら
ず

の
間
に
読
者
に
植
え
つ
け
て
い
た
点
で
は
︑
そ
の
時
代
の
作
品
に

は
か
な
り
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
い
一
面
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
一
面
か
ら
来
た
も
の
が
︑は
じ
め
て
目
を
あ
け
ら
れ
た
私
の
︑

見
舞
の
親
戚
な
ど
に
対
し
て
示
し
た
驕
慢
な
態
度
な
ど
に
︑
戯
画

的
に
表
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
俳
句
に
は
親
し
ん
で
も
︑
芭

蕉
風
の
打
砕
か
れ
た
人
間
意
識
な
ど
と
は
全
然
縁
の
な
い
そ
の
頃

の
漱
石
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
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が
︑
す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
通
り
︑
修
善
寺
の
大
患
を
経
て
﹃
彼

岸
過
迄
﹄
に
行
っ
た
頃
か
ら
後
の
漱
石
は
︑
も
う
そ
う
し
た
特
等

席
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
単
な
る
批
評
家
で
は
な
か
っ
た
︒
周
囲
の

世
界
が
彼
の
外
部
に
あ
る
だ
け
の
も
の
で
な
く
︑
彼
自
身
の
内
部

に
も
あ
る
こ
と
を
考
え
て
︑そ
こ
に
苦
悩
を
見
出
す
人
で
あ
っ
た
︒

そ
う
い
う
意
識
が
ほ
ん
と
に
定
着
し
た
の
は
﹃
道
草
﹄
だ
っ
た
と

思
う
︒
そ
こ
で
は
︑
描
か
れ
た
人
間
の
問
題
を
裁
く
批
評
家
的
な

も
の
だ
け
で
な
い
︑
そ
れ
を
一
し
ょ
に
苦
し
も
う
と
す
る
作
家
と

し
て
の
柔
か
く
濡
れ
た
気
も
ち
が
作
品
全
体
の
基
調
と
な
っ
て
い

る
︒
だ
か
ら
そ
れ
は
も
う
読
者
に
弧
高
を
誇
る
自
信
と
驕
慢
さ
を
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与
え
る
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
時
代
の
人
間
が
半
宿
命
的
に
背
負

わ
さ
れ
た
問
題
の
底
深
く
沈
潜
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
︑
底
強
い

迫
力
を
持
つ
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
文
学
が
そ
う
い
う

迫
力
に
ま
で
到
り
得
た
時
︑
は
じ
め
て
ほ
ん
と
に
熟
し
た
も
の
に

な
る
の
で
あ
る
こ
と
は
︑
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
︒
だ
か
ら
そ
こ

ま
で
到
り
得
た
時
︑
漱
石
自
身
﹃
虞
美
人
草
﹄
な
ど
に
或
る
気
恥

し
さ
を
感
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒﹃
虞
美
人
草
﹄

や
﹃
草
枕
﹄
の
作
者
が
︑
そ
こ
ま
で
歩
み
き
っ
た
精
進
を
尊
ま
ず

に
は
い
ら
れ
ぬ
と
と
も
に
︑﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
や
﹃
虞
美
人
草
﹄

に
今
も
な
お
よ
き
鼓
舞
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
若
い
世
代
の
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人
々
に
は
︑
少
く
と
も
此
の
﹃
道
草
﹄
が
持
つ
魅
力
を
正
し
く
味

解
す
る
と
こ
ろ
ま
で
︑
漱
石
作
品
を
読
み
進
む
こ
と
が
必
要
な
の

だ
と
思
う
︒
た
だ
そ
こ
に
︑﹃
坊
つ
ち
や
ん
﹄
や
﹃
虞
美
人
草
﹄

の
持
っ
て
い
た
積
極
性
の
失
わ
れ
て
い
る
の
が
︑
残
念
な
こ
と
だ

が

︱
︒

︵
二
十
三
年
一
月
明
治
文
学
刊

行
会
版
﹃
漱
石
全
集
﹄
月
報

︶
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