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も
う
一
人
の
自
分

　

　

　

影

山

敬

之

　

木
村
小
夜
さ
ん
「
洞
穴
か
ら
吠
え
る
」

　

共
有
で
き
る
気
に
な
る
問
い
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
そ
の
う

ち
の
〈
作
問
と
採
点
の
関
係
〉
と
〈
文
学
教
育
〉
に
焦
点
を
当
て

私
の
思
う
と
こ
ろ
を
書
い
て
み
ま
す
。
私
は
教
育
の
場
に
携
わ
っ

た
こ
と
が
な
く
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
複
雑
な
あ
り
方
も
知
ら
な
い

の
で
、
あ
く
ま
で
外
か
ら
眺
め
る
立
場
か
ら
書
か
せ
て
も
ら
い
ま

す
。

　

木
村
さ
ん
が
こ
れ
を
書
か
れ
た
理
由
は
、
文
科
省
が
「
大
学
入

試
に
よ
っ
て
高
校
教
育
を
変
え
る
、
と
い
う
手
段
を
繰
り
出
し
て

き
た
」
の
で
、「
検
討
の
た
め
の
委
員
会
が
学
内
に
立
ち
上
げ
ら

れ
た
」
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。「
入
試
の
大
幅
な
改

変
事
項
は
セ
ン
タ
ー
入
試
の
後
継
で
あ
る
共
通
テ
ス
ト
へ
の
英
語

の
民
間
試
験
の
導
入
と
国
語
・
数
学
の
記
述
式
問
題
の
採
用
だ
っ

た
」
そ
う
で
す
。
こ
こ
に
は
文
科
省
が
特
定
の
民
間
業
者
の
利
益

に
忖
度
し
、
真
剣
に
勉
強
し
て
公
正
な
採
点
を
望
む
高
校
生
を
な

い
が
し
ろ
に
す
る
態
度
が
あ
り
ま
す
。
高
校
生
を
犠
牲
者
に
す
る

こ
の
「
無
謀
」
で
「
自
明
な
愚
策
」
を
座
礁
さ
せ
る
た
め
に
木
村

さ
ん
は
学
内
で
運
動
し
、
そ
の
流
れ
の
ゆ
き
つ
く
先
は
、
国
会
で

発
言
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。「
実
社
会
で
用
い
ら
れ
る
契
約

書
や
諸
規
程
が
読
め
る
こ
と
の
方
が
大
事
だ
と
い
う
」
文
科
省
の

方
針
に
木
村
さ
ん
は
「
文
学
的
文
章
の
存
在
を
否
定
し
た
い
」
と

い
う
動
機
を
読
み
ま
す
。
内
面
の
声
の
居
場
所
が
わ
か
る
よ
う
な

ト
ー
ン
で
描
か
れ
、
責
任
感
と
人
情
味
と
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
雰
囲
気

を
感
じ
さ
せ
る
奮
闘
記
に
な
っ
て
い
ま
す
。　

　

役
に
立
つ
契
約
書
や
諸
規
程
の
読
み
方
に
重
点
を
お
こ
う
と
す

る
改
革
方
針
に
、
文
学
的
文
章
を
死
守
す
る
立
場
は
、
批
判
精
神

が
大
学
入
試
改
革
の
杜
撰
さ
を
追
求
す
る
こ
と
に
留
ま
っ
て
は
い

ま
せ
ん
。
こ
の
文
章
自
体
が
工
夫
を
凝
ら
し
た
文
学
的
な
表
現
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
味
乾
燥
な
契
約
書
や
諸
規
程
を

重
視
す
る
文
科
省
の
方
針
に
対
す
る
鮮
度
の
高
い
異
議
申
し
立
て

に
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
自
身
が
闘
争
の
渦
中
で
状
況
に
振
り
回
さ

れ
る
姿
を
そ
の
感
情
の
動
き
と
し
て
多
様
な
語
彙
で
描
写
な
さ
っ

て
い
ま
す
。
全
部
が
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
で
す
が
、
並
べ
る
と
こ

ん
な
感
じ
に
な
り
ま
す
。
嘆
息
・
脱
力
・
恐
怖
・
啞
然
・
歯
が
ゆ


水
路
交
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点
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さ
・
呆
気
・
う
ん
ざ
り
・
面
倒
・
安
心
・
落
胆
・
困
惑
な
ど
で
す
。

あ
た
か
も
視
界
の
中
に
流
れ
る
雲
の
形
が
変
わ
る
よ
う
に
感
情
を

表
現
す
る
語
彙
が
様
相
を
変
え
て
ゆ
き
ま
す
。
お
そ
ら
く
同
じ
語

彙
は
前
半
だ
け
に
限
定
す
る
と
使
わ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
注
意
し
な
い
と
気
づ
か
な
い
よ
う
な
こ
の
微
細
な
表
現
の

変
化
を
使
い
こ
な
す
技
に
感
嘆
し
ま
し
た
。
そ
し
て
こ
の
微
妙
さ

が
そ
の
ま
ま
文
科
省
の
謀
略
？　

へ
の
批
判
と
な
っ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。
よ
く
こ
れ
だ
け
感
情
・
気
持
ち
の
流
れ
を
ル
ポ
ル

タ
ー
ジ
ュ
的
文
章
に
織
り
込
め
た
も
の
だ
、
と
い
う
驚
き
が
あ
り

ま
す
。

　

拝
読
し
な
が
ら
思
い
出
し
た
の
は
、
あ
る
美
術
評
論
家
が
大
学

入
試
に
自
分
の
書
い
た
文
章
が
出
題
さ
れ
た
の
で
自
分
で
解
い
て

み
た
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
っ
た
文
章
で
す
。
五
問
中
三
問
が

正
解
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
冷
静
で
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
思
考
が
そ
こ

に
は
あ
り
ま
し
た
。
自
分
が
書
い
た
も
の
が
自
分
か
ら
離
れ
て
人

の
手
に
渡
っ
た
感
覚
と
、
そ
れ
で
も
そ
れ
は
自
分
で
書
い
た
も
の

で
あ
る
ゆ
え
の
読
解
を
し
て
い
る
姿
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
し
た
。

う
ろ
覚
え
な
の
で
正
確
な
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
残

念
で
す
が
、
書
い
た
当
人
が
正
答
を
だ
せ
な
い
作
問
と
い
う
の
は

ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
と
、
そ
れ
は
よ
く
あ
り
得
る

こ
と
だ
と
い
う
観
点
が
揺
れ
動
い
た
ま
ま
そ
の
文
章
の
こ
と
は
忘

れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

  

今
、
そ
れ
を
受
け
て
答
え
る
と
し
た
ら
、
こ
う
答
え
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　

こ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
り
え
る
の
は
、
言
語
自
体
が
書
き
手
の

言
い
た
い
こ
と
以
上
の
こ
と
を
言
っ
た
り
、
言
お
う
と
し
て
い
な

い
こ
と
を
言
っ
た
り
す
る
か
ら
で
す
。
言
語
の
性
質
か
ら
し
て
、

書
き
手
は
ど
う
適
切
に
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
言
う
た
め
に
慎

重
に
言
葉
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
自
分
の
言
い
た
い
枠
に
そ
の
言

葉
を
収
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

こ
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
は
こ
う
書
か
れ
て
い
た
か
ら
で
す
。

今
回
の
セ
ン
タ
ー
入
試
か
ら
共
通
テ
ス
ト
へ
の
改
革
で
は
、「
実

質
的
な
採
点
基
準
を
問
題
作
成
側
で
は
な
い
業
者
が
決
め
る
こ
と

に
な
る
。
採
点
基
準
は
作
問
の
趣
旨
を
理
解
し
た
作
問
委
員
が
作

成
し
、
採
点
と
作
問
は
一
体
化
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
の
は
、
入
試
の
常
識
だ
っ
た
」。

　

私
が
思
い
出
し
た
例
で
は
、
作
者
が
い
て
作
問
者
が
い
ま
し
た
。

こ
の
二
者
に
と
っ
て
、
同
じ
問
い
へ
の
答
え
が
す
べ
て
の
問
い
で

一
致
す
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
、
書
い
た
当

人
が
満
点
を
取
る
こ
と
が
難
し
い
。
作
問
者
と
採
点
者
が
い
る
。

こ
の
間
に
も
同
様
に
ズ
レ
が
不
可
避
的
に
で
て
く
る
。
今
回
の
改
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革
テ
ス
ト
で
あ
る
共
通
テ
ス
ト
の
採
点
基
準
は
作
問
者
で
な
い
採

点
者
が
決
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
作
問
者
と
採
点
者
は
同

一
で
あ
る
と
い
う
入
試
の
常
識
を
覆
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　

さ
ら
に
問
い
の
あ
り
か
た
に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
引
用
し
ま

す
。

　

 　

答
え
方
に
つ
い
て
の
指
示
文
が
こ
れ
だ
け
長
い
と
、
受
験
生

は
文
章
の
内
容
そ
の
も
の
で
な
く
指
示
文
の
意
味
の
読
み
取
り

に
気
を
取
ら
れ
る
。
条
件
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
答
え
方
が
狭

ま
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
は
条
件
の
言
葉
が
多
く
な
れ
ば
、

問
題
文
の
解
釈
の
幅
は
そ
れ
だ
け
広
が
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

問
い
か
け
文
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
よ
い
、
と
い
う

の
が
作
問
の
常
識
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
記
述
式
問
題
は
成
績
上

位
者
に
は
簡
単
に
解
け
る
だ
ろ
う
、
と
座
談
会
で
発
言
す
る
専

門
家
も
い
た
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
熟

考
す
る
受
験
生
ほ
ど
時
間
を
か
け
す
ぎ
て
正
答
か
ら
遠
ざ
か
る
、

学
力
を
適
切
に
測
れ
な
い
悪
問
で
あ
る
。

　

こ
こ
の
条
件
つ
き
問
い
と
い
う
言
語
形
式
へ
の
指
摘
は
、
慧
眼

が
す
こ
ぶ
る
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

作
問
者
が
ひ
と
つ
の
問
い
を
立
て
る
。
そ
こ
へ
長
い
指
示
文
が

加
わ
り
、
条
件
が
増
え
る
場
合
ど
う
な
る
の
か
？　

こ
の
場
合
ひ

と
つ
の
問
い
が
、
ふ
た
つ
の
異
な
っ
た
意
味
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

が
当
然
あ
り
え
ま
す
。「
熟
考
す
る
受
験
生
ほ
ど
時
間
を
か
け
す

ぎ
て
正
答
か
ら
遠
ざ
か
る
」
の
は
、
作
問
者
が
思
い
描
い
た
問
い

は
Ａ
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
答
者
で
あ
る
受
験
生
が
Ａ
で
な
く
、
Ｂ

か
、
は
た
ま
た
Ｃ
と
い
う
ほ
か
の
質
問
内
容
と
解
釈
す
る
可
能
性

が
あ
る
か
ら
で
す
。
作
問
者
が
問
い
を
複
数
の
条
件
に
よ
っ
て
一

義
的
に
狭
め
た
と
思
っ
た
と
き
、
実
際
に
は
質
問
の
可
能
性
が
複

数
化
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
作
問
者
は
自
分
が
だ
し
た
問
い
の
意

味
を
十
分
わ
か
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
つ
ね
に
あ
り
ま
す
。
自
分

が
立
て
た
問
い
の
多
義
性
が
読
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
十
分

あ
り
得
る
の
で
す
。
作
問
者
と
採
点
者
が
異
な
る
場
合
ど
う
な
る

か
？　

作
問
者
が
Ａ
と
い
う
問
い
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、
採
点
者

が
Ａ
で
な
く
、
Ｂ
や
Ｃ
と
い
う
問
い
だ
と
考
え
る
可
能
性
は
避
け

ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
こ
こ
に
採
点
者
・
受
験
者
関
係
が
加

わ
り
、
ズ
レ
が
二
重
化
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
で
て
き
ま
す
。

伝
達
の
精
度
は
媒
介
者
が
少
な
い
方
が
高
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
文

科
省
が
や
ろ
う
と
し
て
い
る
大
学
入
試
試
験
は
、
い
か
に
受
験
生

を
軽
ん
じ
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
木
村
さ
ん
が
実
験
段
階
で
の
試
験
を
読
み
解
い
た
結
果
、
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こ
う
い
う
事
態
が
起
こ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

 　

さ
ら
に
、
受
験
生
は
自
分
の
各
解
答
が
四
段
階
評
価
の
い
ず

れ
に
該
当
す
る
か
、
正
答
例
と
正
答
の
条
件
を
参
考
に
自
己
採

点
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
ま
で
の
マ
ー
ク
シ
ー
ト
問
題
で

は
容
易
な
こ
と
だ
っ
た
が
、
当
然
な
が
ら
記
述
式
問
題
の
解
答

は
、
た
と
え
正
答
で
あ
っ
て
も
百
人
い
れ
ば
百
通
り
の
書
き
方

が
出
て
く
る
。
私
は
自
分
の
解
答
が
ａ
な
の
か
ｃ
な
の
か
判
断

が
つ
か
ず
、
そ
の
ブ
レ
は
全
体
の
五
段
階
評
価
の
Ａ
か
Ｃ
か
の

ず
れ
に
ま
で
及
ん
だ
。

　

こ
こ
で
は
、
記
述
式
の
ほ
か
の
大
き
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い

ま
す
。
作
問
者
は
ど
れ
が
正
し
い
の
か
と
い
う
例
と
そ
の
正
答
の

条
件
を
与
え
る
が
、
受
験
者
が
自
己
採
点
の
段
階
で
、
自
分
の
解

答
が
ど
れ
に
相
当
す
る
の
か
、
そ
の
分
類
に
当
て
は
め
る
こ
と
自

体
が
困
難
で
あ
る
、
と
。
実
際
の
採
点
者
も
こ
の
ブ
レ
の
中
で
判

断
す
る
の
で
、
公
正
さ
は
期
待
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
上
ア
ル
バ
イ

ト
が
採
点
基
準
の
作
成
に
関
わ
る
の
で
す
。

　

記
述
式
の
採
点
と
い
う
こ
と
が
、
私
た
ち
が
想
像
す
る
よ
う
な

範
囲
を
超
え
て
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
。

暗
記
物
の
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
よ
り
記
述
式
の
方
が
考
え
る
力
を

養
え
る
の
で
よ
い
、
と
い
う
こ
と
を
表
面
的
に
し
か
理
解
し
て
い

な
い
場
合
の
陥
穽
が
み
え
て
き
ま
す
。
こ
こ
が
一
般
の
人
に
は
み

え
て
い
な
い
こ
と
で
、
と
て
も
大
事
な
点
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

が
公
正
に
採
点
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と

い
う
問
い
を
も
っ
て
い
な
い
人
た
ち
が
企
て
た
無
謀
な
改
革
を
木

村
さ
ん
が
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
で
す
。
こ
れ
を

や
っ
て
し
ま
う
と
教
育
が
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
拝

読
し
て
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
阻
止
で
き
た
の
は
木
村
さ

ん
た
ち
の
尽
力
の
お
か
げ
で
す
。
二
〇
二
一
年
に
初
め
て
の
共
通

テ
ス
ト
が
行
わ
れ
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
記
述
式
問
題
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
た
だ
し
、
実
用
的
な
文
章
は
出
題
さ
れ
ま
し
た
。

　

次
に
「
文
学
教
育
」
の
意
義
に
つ
い
て
で
す
。

　

「
若
い
時
に
良
質
の
文
章
を
読
む
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、

大
事
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
習
慣
の
是
非
や
読
ま
れ
る
べ
き
文

章
の
性
格
は
社
会
的
な
実
用
性
・
即
効
性
と
い
っ
た
基
準
で
判
断

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」。
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
。
い
く
つ

か
文
学
教
育
が
必
要
で
あ
る
理
由
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
私
の

考
え
て
い
る
こ
と
だ
け
を
述
べ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
「
実
用
性
」

へ
の
視
点
を
変
更
し
ま
す
。

　

文
学
教
育
の
存
在
意
義
は
現
実
に
は
頻
繁
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
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す
。
そ
の
成
果
は
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
役
に
立
っ
て
い
ま
す
。

重
要
な
の
は
、
こ
の
役
に
立
つ
と
い
う
言
い
方
が
、
こ
の
現
実
生

活
の
側
の
実
用
性
だ
け
に
回
収
さ
れ
な
い
よ
う
に
語
る
こ
と
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。
役
に
立
つ
も
の
と
役
に
立
た
な
い
も
の
と
い
う

通
俗
二
項
対
立
の
構
図
の
罠
に
は
ま
ら
な
い
こ
と
で
す
。
こ
の
土

俵
に
の
っ
た
時
点
で
論
戦
は
敗
北
す
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
実
用
性
の
方
が
よ
り
価
値
が
高
い
と
相
手
が
確
信
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
で
す
。

　

惰
性
化
し
た
こ
の
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
を
文
学
・
音
楽
・
映
画
・

ア
ニ
メ
・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
の
芸
術
は
賦
活
し
て
く
れ
ま
す
。

現
実
と
は
異
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
で

す
。
こ
れ
は
日
常
的
に
私
た
ち
が
経
験
し
て
い
ま
す
。
現
実
の
自

分
で
な
い
も
う
ひ
と
り
の
自
分
、
自
分
で
は
経
験
で
き
な
い
も
う

ひ
と
つ
の
世
界
に
忍
び
込
む
こ
と
で
、
現
実
に
生
き
る
私
た
ち
は

再
生
さ
れ
ま
す
。
こ
の
往
還
の
繰
り
返
し
に
通
路
を
あ
け
て
く
れ

る
の
が
文
学
教
育
で
す
。
通
路
は
そ
の
ま
ま
で
は
開
か
れ
て
い
ま

せ
ん
。
そ
れ
は
学
ぶ
こ
と
で
初
め
て
自
分
で
開
き
体
験
で
き
る
も

う
ひ
と
つ
の
自
分
の
世
界
で
す
。
学
ぶ
ほ
ど
そ
の
通
路
は
広
が
り

多
方
向
へ
向
か
い
ま
す
。
再
生
能
力
は
魅
力
を
増
し
高
ま
り
ま

す
。
す
べ
て
の
小
説
は
そ
れ
を
読
む
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
た
め

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
読
ん
だ
人
と
作
品
が
切
り
結
ぶ
関

係
は
唯
一
無
二
の
関
係
だ
か
ら
で
す
。
ひ
と
つ
の
小
説
は
そ
れ
を

読
む
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
語
り
か
け
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
聴
く

た
め
の
技
術
と
方
法
と
力
は
養
わ
な
い
と
身
に
つ
か
な
い
も
の
で

す
。

　

文
科
省
が
推
進
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
規
約
や
取
扱
説
明
書
」

「
契
約
書
や
諸
規
定
」
の
読
解
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
こ
の

日
常
と
い
う
現
実
自
体
に
属
し
ま
す
。
だ
か
ら
現
実
生
活
の
役
に

立
ち
ま
す
が
、
現
実
生
活
に
疲
弊
・
枯
渇
・
憔
悴
し
た
心
身
を
再

生
す
る
た
め
の
役
に
は
立
ち
ま
せ
ん
。
高
校
教
育
改
革
の
名
の
も

と
に
、
現
実
に
役
立
つ
文
章
を
重
点
的
に
読
ま
せ
る
精
神
が
貧
困

な
の
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
常
生
活
で
の
精
神
が
貧
困
に
な

る
こ
と
に
無
自
覚
だ
か
ら
で
す
。
新
陳
代
謝
で
き
な
い
精
神
は
、

現
実
を
硬
直
化
し
そ
の
活
力
を
失
い
ま
す
。「
と
り
わ
け
文
学
的

文
章
の
存
在
を
否
定
し
た
い
の
で
あ
る
」
と
。
ま
た
、「
自
分
の

砂
地
は
水
を
求
め
る
よ
う
に
小
説
を
欲
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で

は
自
分
の
根
っ
こ
が
枯
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
彼
ら
の
教
育
方
法
は
、

生
徒
に
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
文
章
へ
の
愛
着
、
読
む
と
い
う
行
為

の
尊
重
が
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
」。

　

た
え
ず
私
た
ち
の
精
神
は
現
実
の
重
み
に
枯
れ
る
運
命
に
あ
り

ま
す
。
木
村
さ
ん
は
そ
の
こ
と
に
特
別
に
鋭
敏
な
感
性
を
も
っ
て

い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
枯
れ
た
精
神
を
再
生
す
る
た
め
に
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こ
の
現
実
の
自
分
と
は
異
な
る
も
う
ひ
と
り
の
自
分
を
私
た
ち
は

小
説
に
求
め
る
の
で
す
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
ア
ニ
メ
や
映
画
や
音

楽
に
も
、
人
が
癒
や
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
の
な
ら
、
そ
こ

に
は
、
た
え
ず
、
自
分
で
な
い
自
分
が
い
る
は
ず
で
す
。
祭
り
の

非
日
常
は
、
日
常
の
こ
の
自
分
で
な
い
も
う
ひ
と
り
の
自
分
を
見

出
す
場
で
す
。
こ
の
非
日
常
性
の
支
え
を
若
い
と
き
に
与
え
る
の

が
文
学
教
育
な
の
で
す
。
私
た
ち
は
日
本
語
を
い
つ
の
間
に
か
習

得
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
見
過
ご
し
が
ち
で
す
。
非
日
常

へ
移
動
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
が
文
学
教
育
で
す
。
そ
こ
へ
移
動
す

る
た
め
の
ヴ
ィ
ー
ク
ル
の
運
転
を
い
く
つ
か
覚
え
る
の
で
す
。
そ

れ
は
型
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
日
常
と
非
日

常
の
往
還
の
繰
り
返
し
を
覚
え
、
こ
の
現
実
を
過
ご
し
や
す
い
も

の
に
変
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
現
実
は
こ
れ
に
よ
っ
て
豊
か
に

な
る
の
で
す
。
生
き
る
こ
と
に
意
味
は
あ
る
の
か
？　

と
い
う
、

生
き
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
切
実
な
問
い
が
文
学
教
育
に
は
あ

り
ま
す
。
小
説
や
詩
は
顕
在
・
潜
在
的
な
形
で
こ
の
問
い
の
周
囲

を
回
っ
て
い
ま
す
。
逆
説
的
に
で
す
が
、
こ
の
問
い
を
打
ち
消
す

た
め
に
、
文
学
や
芸
術
は
創
造
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
私
た
ち
を
蘇

生
さ
せ
る
の
で
す
。
私
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
。　
　

　

最
後
に
、
木
村
さ
ん
の
気
持
ち
を
集
約
的
に
代
弁
し
て
く
れ
て

い
る
あ
る
人
の
発
言
を
引
用
し
ま
す
。

　

 　

翌
日
、
ネ
ッ
ト
上
で
流
さ
れ
て
い
る
昨
日
の
羽
藤
さ
ん
の
衆

院
で
の
陳
述
の
録
画
を
見
る
。
天
敵
ベ
ネ
ッ
セ
の
担
当
者
を
背

後
に
、「
営
利
追
及
と
公
正
な
入
試
は
両
立
し
な
い
の
で
す
」

と
吠
え
て
い
た
。

　

 　

「
財
や
名
を
成
し
た
素
人
が
ど
こ
か
高
い
と
こ
ろ
に
集
ま
っ

て
個
人
的
な
経
験
や
感
想
を
言
い
合
い
、
そ
の
中
で
決
め
た
現

実
味
の
な
い
教
育
政
策
が
、
推
進
に
無
批
判
に
協
力
す
る
形
で

そ
の
ま
ま
現
場
に
降
り
て
く
る
。
こ
の
状
況
こ
そ
ど
う
ぞ
改
善

し
て
下
さ
い
」

　

こ
こ
ろ
に
訴
え
か
け
る
名
言
で
す
。
と
っ
て
も
文
学
し
て
い
ま

す
ね
。　

　


