
昨
年
の
三
月
に
プ
ル
ー
ス
ト
の
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
映
画
化

し
た
も
の
を
見
て
、
改
め
て
芸
術
に
お
け
る
追
憶
の
機
能
に
つ
い
て
思
い

巡
ら
し
た
。
ワ
ズ
ワ
ー
ス
は
「
詩
は
静
寂
の
う
ち
に
回
想
さ
れ
た
感
動
で

あ
る
」
と
い
う
有
名
な
定
義
を
く
だ
し
た
。
し
か
し
、
近
代
文
学
に
は
彼

の
素
朴
な
美
学
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
詩
の
中
の
追
憶
は
決
し
て
単
純
な

経
験
の
再
現
で
は
な
く
、
複
雑
な
無
意
識
の
変
化
を
伴
う
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。『
プ
ル
ー
ス
ト
と
シ
ー
ニ
ュ
』
で
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、『
失
わ

れ
た
時
を
求
め
て
』
の
中
で
の
記
憶
作
用
と
シ
ー
ニ
ュ
の
関
係
を
明
快
に

解
き
明
か
し
て
い
る
。

西
脇
順
三
郎
に
も
「
失
わ
れ
た
時
」
と
い
う
長
詩
が
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
こ
の
詩
人
の
作
品
は
す
べ
て
追
憶
の
詩
で
あ
る
と

言
っ
て
い
い
。
第
二
次
大
戦
後
の
改
作
版
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
の
あ
と

が
き
に
、
作
者
は
自
分
の
旧
作
の
詩
法
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
是
等
の
詩
に
出
て
い
る
現
実
の
多
く
は
、
実
際
の
人
生
の
歩
み

の
記
憶
と
い
う
よ
り
も
、
文
学
を
好
ん
で
読
ん
だ
そ
の
淋
し
い
追
憶
に
す

ぎ
な
い
。」（「
詩
情
」）。
つ
ま
り
、
西
脇
詩
の
世
界
は
経
験
を
そ
の
ま
ま

再
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
思
考
を
つ
く
る
た
め
に
記
憶
を
活
用

し
た
も
の
で
あ
る
。

一
九
八
二
年
に
筑
摩
書
房
か
ら
出
し
た
私
の
『
西
脇
順
三
郎
全
詩
引
喩

集
成
』
は
、
そ
の
点
に
着
目
し
て
こ
の
詩
人
の
作
品
を
構
成
し
て
い
る
文

学
の
記
憶
を
検
証
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
部
の
ひ
と
か
ら
は
「
伝
記
的

研
究
」
と
混
同
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
昔
な
が
ら
の
訓
詁
注
釈
の
書
物
と

早
合
点
さ
れ
た
が
、
私
の
意
図
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
。
西
脇
詩
の
世

界
を
構
築
し
て
い
る
豊
富
な
引
喩
の
典
拠
を
質
し
て
、
こ
の
詩
人
の
記
憶

作
用
の
仕
組
み
を
理
解
す
る
基
礎
資
料
を
提
示
し
た
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
う
え
で
読
者
各
自
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
「
解
釈
」
の
作
用
は
避
け
て

記
憶
の
塔

新

倉

俊

一
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お
い
た
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
膨
大
な
作
業
は
私
ひ
と
り
で
は
到
底
で

き
な
い
。
さ
い
わ
い
、
詩
人
が
存
命
中
で
あ
ら
れ
た
の
で
、
晩
年
に
毎
水

曜
日
に
お
宅
に
伺
っ
て
数
時
間
も
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
近
、

初
台
の
オ
ペ
ラ
・
シ
テ
ィ
ー
に
出
か
け
た
と
き
、
バ
ス
で
代
々
木
八
幡
の

そ
ば
を
通
り
過
ぎ
て
、
急
に
な
つ
か
し
さ
が
こ
み
上
げ
て
き
た
。
先
生
の

白
い
斜
塔
の
よ
う
な
家
は
没
後
ま
も
な
く
取
り
壊
さ
れ
て
、
い
ま
は
私
の

記
憶
の
中
に
し
か
な
い
。

西
脇
順
三
郎
は
ご
く
晩
年
ま
で
記
憶
力
が
抜
群
の
方
で
、
私
が
問
題
の

詩
行
を
読
み
上
げ
る
と
、「
あ
あ
、
そ
れ
は
ア
レ
で
す
」
と
言
わ
れ
て
、

二
階
の
書
斎
に
原
本
を
探
し
に
い
か
れ
た
。
先
生
の
蔵
書
の
大
半
は
戦
火

で
焼
か
れ
て
し
ま
い
、
疎
開
し
て
あ
っ
た
一
部
の
本
（
三
千
冊
）
は
、
現

在
、
津
田
塾
女
子
大
の
図
書
館
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
と
き
に
は
そ
こ

ま
で
足
を
運
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
た
い
て
い
は
先
生
の
ボ

ル
ヘ
ス
の
よ
う
な
記
憶
の
図
書
館
の
中
に
つ
ま
っ
て
い
て
、
私
は
た
だ

「
オ
ー
プ
ン
・
セ
サ
ミ
」
の
呪
文
を
唱
え
れ
ば
す
ん
だ
。
一
日
の
仕
事
が

無
事
に
終
わ
る
と
、
奥
様
の
（
な
く
な
ら
れ
て
か
ら
は
、
若
奥
様
の
）
手

料
理
を
ま
え
に
、
剣
菱
の
銘
酒
で
乾
杯
を
す
る
の
が
慣
わ
し
だ
っ
た
。
そ

し
て
別
れ
際
に
、
先
生
は
「
ま
だ
問
題
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
ぜ
ひ
来
週
も

や
り
ま
し
ょ
う
」
と
い
つ
も
念
を
押
さ
れ
た
。
あ
た
か
も
物
語
が
終
わ
る

の
を
恐
れ
る
か
の
よ
う
に
、
こ
う
し
て
私
た
ち
の
千
一
夜
の
お
と
ぎ
話
は

続
け
ら
れ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
『
引
喩
集
成
』
の
仕
事
の
発
端
は
、
一
九
六
六
年
か
ら

十
人
あ
ま
り
の
詩
人
や
俳
人
と
七
年
間
に
わ
た
っ
て
催
し
て
き
た
通
称

「
西
脇
セ
ミ
ナ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
月
例
研
究
会
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
安

藤
一
郎
宅
で
英
詩
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
研
究
を
や
っ
て
い
た
仲
間
の
う
ち
で
、

中
桐
雅
夫
さ
ん
あ
た
り
が
「
西
脇
さ
ん
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
も
い
ま
の
う
ち
に

や
っ
て
お
か
な
く
ち
ゃ
」
と
言
い
出
し
て
、
鍵
谷
幸
信
が
詩
人
た
ち
を
集

め
た
の
だ
と
記
憶
し
て
い
る
。
こ
の
会
に
つ
い
て
は
、
最
近
文
庫
版
が
出

た
加
藤
郁
乎
の
『
後
方
見
聞
録
』
の
「
西
脇
順
三
郎
の
巻
」
に
つ
ぎ
の
よ

う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

西
脇
順
三
郎
の
ポ
エ
ト
リ
ー
を
詩
人
ご
自
身
か
ら
お
聞
き
し
な
が
ら
研

究
し
た
い
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
西
脇
セ
ミ
ナ
ー
」
が
は
じ
ま
っ
た
の

は
昭
和
四
十
一
年
の
五
月
十
九
日
。（
省
略
）
二
年
目
く
ら
い
ま
で
は

楠
本
憲
吉
の
計
ら
い
で
新
橋
演
舞
場
裏
の
料
亭
「
灘
万
」
の
一
室
を
使

わ
せ
て
貰
い
、
以
後
、
先
生
宅
、
目
黒
の
「
み
や
こ
荘
」
な
ど
と
場
所

を
移
し
た
。
テ
キ
ス
ト
も
『
あ
ん
ば
る
わ
り
あ
』
か
ら
は
じ
め
た
が
、

「
ギ
リ
シ
ャ
的
抒
情
詩
」
を
喋
り
合
っ
て
い
る
と
き
、
庭
ひ
と
つ
へ
だ

て
た
隣
家
の
四
畳
半
あ
た
り
か
ら
長
唄
の
オ
サ
ラ
イ
が
聞
こ
え
て
き
た

り
し
た
。

当
初
の
メ
ン
バ
ー
は
、
安
西
均
、
鍵
谷
幸
信
、
加
藤
郁
乎
、
楠
本
憲
吉
、

諏
訪
優
、
関
口
篤
、
那
珂
太
郎
、
中
桐
雅
夫
、
新
倉
俊
一
、
福
田
陸
太
郎
、

藤
富
保
男
、
松
田
幸
雄
、
そ
れ
に
横
部
得
三
郎
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
半
数
は
も
う
鬼
籍
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
う

ち
、
西
脇
先
生
の
ご
従
弟
で
、
慶
応
で
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
て
い
ら
れ
た
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横
部
さ
ん
は
、
少
し
遅
れ
て
途
中
か
ら
常
連
に
加
わ
ら
れ
た
。
初
め
の
こ

ろ
、
私
た
ち
が
細
か
い
詩
の
背
景
の
事
実
を
詮
索
し
て
い
る
の
を
傍
ら
で

聞
い
て
い
て
、
真
顔
で
「
詩
と
い
う
も
の
は
、
こ
ん
な
読
み
方
を
す
る
も

の
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
異
議
を
は
さ
ま
れ
た
。
こ
れ
に
は

西
脇
先
生
も
苦
笑
さ
れ
て
、「
こ
こ
に
い
る
人
は
み
ん
な
専
門
家
だ
か
ら
、

そ
れ
は
心
得
て
喋
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
」
と
、
言
わ
れ
た
。
こ
の
説
明
を

受
け
て
か
ら
は
横
部
さ
ん
も
す
っ
か
り
納
得
し
て
、
私
た
ち
の
詩
的
雑
談

に
積
極
的
に
加
わ
ら
れ
た
。
な
に
し
ろ
、
郷
里
小
千
谷
の
幼
年
時
代
か
ら
、

留
学
前
後
の
西
脇
先
生
の
日
常
生
活
ま
で
よ
く
知
っ
て
い
ら
れ
る
の
で
、

昔
の
話
に
な
る
と
雄
弁
を
ふ
る
っ
て
み
ん
な
を
楽
し
ま
せ
た
。
そ
の
一
部

は
「
順
様
の
こ
と
」
と
い
う
名
文
で
『
回
想
の
西
脇
順
三
郎
』（
三
田
文

学
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
興
味
の
む
き
に
は
、
ぜ

ひ
一
読
を
お
勧
め
し
た
い
。

西
脇
詩
は
戦
前
か
ら
よ
く
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
と
短
絡
さ
れ
て
、
現

実
の
か
け
ら
も
な
い
た
だ
夢
を
書
く
詩
人
と
き
め
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
だ

が
、
先
述
の
「
詩
情
」
で
も
、「
今
日
の
多
く
の
ス
ユ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
の

芸
術
は
人
生
が
破
壊
さ
れ
た
廃
墟
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
「
こ
の
い
た
ま
し
い
現
実
か
ら
遠
ざ
か
れ
ば
遠
ざ
か
る
程
そ
の
詩
の

現
実
性
が
貧
困
に
な
る
」
と
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
脇
詩

は
現
実
と
夢
、
経
験
と
追
憶
の
織
り
成
す
タ
ペ
ス
ト
リ
な
の
で
、
私
た
ち

の
読
解
の
仕
事
も
そ
の
両
方
に
ま
た
が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

西
脇
セ
ミ
ナ
ー
が
始
ま
っ
て
一
年
た
っ
た
こ
ろ
、
例
の
横
部
さ
ん
も
一

緒
に
西
脇
詩
の
実
地
踏
査
を
し
よ
う
と
、
み
ん
な
で
湯
ヶ
島
温
泉
ま
で
一

泊
旅
行
に
で
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
五
三
年
の
四
月
九
日
に
、

西
脇
先
生
が
同
地
に
旅
行
を
さ
れ
て
、「
近
代
の
寓
話
」
と
い
う
す
ば
ら

し
い
詩
を
書
か
れ
て
い
ら
れ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
詩
人
ご
自
身
に
も
ご
同

行
ね
が
っ
て
、
ひ
っ
そ
り
と
落
合
楼
に
着
い
て
み
る
と
、「
西
脇
セ
ミ

ナ
ー
ご
一
行
様
」
と
仰
々
し
い
看
板
が
出
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
気
後
れ
が

し
た
。
し
か
し
、
部
屋
に
は
い
る
や
否
や
、
早
速
に
詩
の
テ
ク
ス
ト
を
読

み
あ
っ
た
。
冒
頭
か
ら
十
行
目
に
、「
形
而
上
学
的
神
話
を
や
つ
て
い
る

人
々
と

ワ
サ
ビ
の
の
び
る
落
合
で
お
湯
に
は
い
る
だ
け
だ
」
と
あ
る
。

こ
れ
は
実
は
「
猥
談
」
を
し
て
い
る
同
僚
の
こ
と
だ
と
い
う
説
明
を
う
か

が
っ
て
、
さ
す
が
西
脇
流
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
だ
と
哄
笑
し
た
。
つ
ね
に
反
対

の
表
現
を
好
む
西
脇
詩
の
ス
タ
イ
ル
を
知
ら
な
い
で
、
ま
じ
め
に
文
字
通

り
に
理
解
す
る
と
、
と
ん
で
も
な
い
誤
読
を
し
て
し
ま
う
。
六
行
先
の

「
わ
れ
わ
れ
哲
学
者
」
は
こ
わ
れ
た
水
車
の
前
で
記
念
の
写
真
を
と
っ
た

と
い
う
記
述
も
、
同
じ
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
表
現
な
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ま
た
「
夜
中
幾
何
的
な
思
考
に
ひ
た
つ
た
」
と
い
う
の
も
、「
あ
ま
り
に

人
間
的
な
」
悪
夢
の
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
ち
が
い
な
い
。
こ
う
し
て
み
る
と
、

「
近
代
の
寓
話
」
は
た
だ
の
つ
ま
ら
な
い
痴
話
の
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
に
す

ぎ
な
い
の
か
、
と
速
断
さ
れ
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
決
し
て

そ
う
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
詩
行
に
先
立
つ
四
行
目
あ
た
り
に
は
、「
考

え
る
故
に
存
在
は
な
く
な
る

人
間
の
存
在
は
死
後
に
あ
る
の
だ

人
間

で
な
く
な
る
時
に
最
大
な
存
在

に
合
流
す
る
の
だ
」
と
い
う
、
詩
集

『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
の
思
考
に
共
通
す
る
詩
行
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の

真
に
形
而
上
的
な
思
考
と
非
形
而
上
的
思
考
の
世
界
が
連
結
さ
れ
て
こ
そ
、

記憶の塔
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西
脇
詩
の
世
界
は
成
立
す
る
。

旅
先
で
は
よ
く
眠
れ
な
い
の
は
先
生
の
常
で
、
横
部
さ
ん
の
話
に
よ
る

と
、
そ
の
晩
も
先
生
は
服
を
着
た
ま
ま
う
た
た
寝
を
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ

し
て
朝
早
く
起
き
ら
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
と
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
て
「
ネ
ッ
コ

川
」（
猫
越
川
）
の
ほ
と
り
を
「
セ
コ
」（
世
古
）
の
宿
ま
で
散
策
さ
れ
た
。

詩
に
は
「
ひ
と
り
で
ネ
ッ
コ
川
の
ほ
と
り
を
走
る
」
と
書
い
て
あ
る
が
、

先
生
は
「
こ
う
書
か
な
い
と
詩
に
な
ら
な
い
ん
で
す
よ
」
と
笑
わ
れ
た
。

こ
の
朝
の
散
歩
の
記
述
の
あ
と
、
詩
行
は
一
気
に
西
脇
的
非
日
常
の
表
現

に
変
容
す
る
。

岩
に
し
が
み
つ
く
青
ざ
め
た
菫
、
シ
ャ
ガ
の
花

は
む
ら
が
つ
て
霞
の
中
に
た
れ
て
い
た

私
の
頭
髪
は
ム
ジ
ナ
の
灰
色
に
な
つ
た

忽
然
と
し
て
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
的
思
考

野
イ
チ
ゴ
、
レ
ン
ゲ
草
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
野
バ
ラ

ス
ミ
レ
を
摘
ん
だ
鉛
筆
と
一
緒
に
手
に
一
杯

に
ぎ
る
こ
の
花
束

こ
の
た
お
や
め
的
思
考
は
、
い
か
に
も
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
に
出
て
く
る

幻
影
の
女
の
思
考
に
近
い
。
後
日
、
先
生
の
お
宅
で
那
珂
さ
ん
が
、
た
ま

た
ま
こ
の
詩
行
に
ふ
れ
て
、「
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
的
思
考
」
と
い
う
言
葉
は

や
や
観
念
的
で
す
ね
、
と
も
ら
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
は
真
顔
で
反
ぱ
く
さ

れ
て
、「
こ
う
い
う
思
考
の
連
結
の
お
も
し
ろ
さ
を
み
な
さ
ん
が
わ
か
ら

な
い
の
は
残
念
だ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
を
、
印
象
深
く
憶
え
て
い
る
。

と
に
か
く
、
西
脇
詩
の
追
憶
は
決
し
て
ナ
イ
ー
ヴ
な
現
実
の
想
起
で
は
な

く
、
想
像
力
を
自
在
に
駆
使
し
て
遠
い
も
の
を
連
結
す
る
こ
と
を
習
性
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
プ
ル
ー
ス
ト
の
追
憶
の
想
像
力
に
通
じ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
留
学
か
ら
帰
国
後
の
三
田
界
隈
の
都
会
風
景
を
扱
っ

た
詩
で
は
、
伊
皿
子
の
地
名
が
「
伊
皿
子
人
」
な
る
時
代
と
種
族
を
こ
え

た
名
称
に
変
容
し
た
り
、
場
末
の
チ
ン
ド
ン
屋
が
古
代
の
牧
人
と
連
結
さ

れ
て
、「
チ
ン
��

ド
ン
��

は
お
れ
の
生
誕
の
地
に
住
む
牧
人
の
午
後

な
り
」
と
な
る
。
末
尾
の
言
葉
が
マ
ラ
ル
メ
の
「
牧
神
の
午
後
」
に
か
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
題
名
の
「
内
面
的
に

深
き
日
記
」
も
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
深
刻
な
「
内
面
的
日
記
」
に
抵
抗
し
て
、

わ
ざ
と
自
分
の
表
層
的
な
世
界
を
反
語
的
に
呼
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

『
ア
ム
バ
ル
ワ
リ
ア
』
製
作
時
代
の
生
き
証
人
と
し
て
は
、
当
時
ま
だ

佐
藤
朔
や
滝
口
修
造
な
ど
か
け
が
え
の
な
い
方
々
が
存
命
さ
れ
て
い
た
。

一
度
、「
馥
郁
タ
ル
火
夫
」
を
取
り
上
げ
た
と
き
に
、
そ
の
詩
の
初
出
誌

「
馥
郁
タ
ル
火
夫
ョ
」
の
編
集
人
で
あ
っ
た
前
者
を
ゲ
ス
ト
と
し
て
招
い

て
、
い
ろ
い
ろ
逸
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
あ
る
晩
、
滝
口
さ
ん
が
西

脇
宅
に
同
行
し
て
、
例
の
有
名
な
序
詩
を
徹
夜
で
書
か
れ
る
の
を
目
撃
し

た
と
か
、
ま
る
で
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
鮮
明
に
語
ら
れ
る
の
を
、
私
た

ち
は
大
い
に
楽
し
ん
だ
。
滝
口
さ
ん
の
ほ
う
は
も
と
も
と
寡
黙
な
存
在
で
、

西
脇
セ
ミ
ナ
ー
の
よ
う
な
に
ぎ
や
か
な
会
に
出
席
さ
れ
る
気
持
ち
は
さ
ら

さ
ら
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
度
だ
け
そ
の
姿
を
近
く
で
見
か
け
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
西
脇
先
生
の
個
展
を
機
に
詩
画
集
『
�
（
タ
ク
）』
が
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刊
行
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
で
、
青
山
の
喫
茶
店
「
バ
ッ
タ
」
の
地
下
で
お

祝
い
の
パ
ー
テ
ィ
ー
が
催
さ
れ
た
。
三
十
人
あ
ま
り
の
親
し
い
人
た
ち
が

集
ま
り
、
安
東
次
男
や
、
池
田
満
寿
夫
、
土
方
巽
な
ど
も
混
じ
っ
て
い
た

こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
話
が
弾
み
、
西
脇
先
生
も
興
に
乗
ら
れ
て
手
当
た

り
次
第
に
幾
人
も
の
似
顔
絵
を
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
た
り
し
た
。
山
場
が
過
ぎ

た
こ
ろ
西
脇
先
生
が
立
ち
上
が
ら
れ
て
、
ひ
と
り
で
帰
ろ
う
と
な
さ
っ
た

が
、
そ
の
と
き
階
段
ま
で
付
き
添
っ
て
一
歩
一
歩
先
生
の
足
元
を
見
守
ら

れ
た
の
が
滝
口
さ
ん
だ
っ
た
。
そ
の
恩
師
に
た
い
す
る
や
さ
し
い
い
た
わ

り
に
、
私
は
奥
ゆ
か
し
い
も
の
を
覚
え
た
。
そ
の
折
、
滝
口
さ
ん
は
傍
ら

に
い
た
私
を
振
り
返
っ
て
、「
先
生
は
い
つ
も
こ
う
な
ん
で
す
よ
」
と
話

し
か
け
ら
れ
て
、
は
に
か
む
よ
う
な
笑
い
を
浮
か
べ
ら
れ
た
。
こ
れ
が

「
太
陽
氏
」
と
の
わ
た
し
の
た
だ
一
回
の
会
話
だ
っ
た
が
、
そ
の
印
象
は

忘
れ
が
た
い
。
晩
年
に
西
脇
先
生
は
滝
口
さ
ん
に
「
テ
ン
ゲ
ン
ジ
物
語
」

と
い
う
回
想
の
詩
を
送
ら
れ
て
い
る
。

ピ
ヒ
ョ
ー
ク
サ
イ
！

わ
れ
わ
れ
は
最
近
発
見
さ
れ
た

新
し
い
関
係
に
か
く
ら
ん
さ
れ
た
が

ま
だ
読
本
の
幼
稚
へ
も
ど
る

術
を
弄
す
る
こ
と
を
知
つ
て
い
た

・
・
・

サ
ラ
セ
ン
の
小
麦
を
た
べ
に

醤
油
の
し
み
た
黒
い
階
段
の
下
へ

わ
れ
わ
れ
は
集
つ
て

ス
テ
ー
ン
レ
ス
の
ほ
そ
な
が
い

バ
ベ
ル
の
塔
の
構
作
を

脳
髄
の
陰
謀
と
し
て
た
く
ら
み

そ
れ
を
青
写
真
に
と
つ
た

と
い
う
詩
行
が
そ
の
中
に
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
シ
ュ
ー
ル

レ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
互
い
に
熱
心
に
語
り
合
っ
た
西
脇
宅
の
天
現
寺
時

代
の
追
想
だ
が
、
こ
の
「
バ
ベ
ル
の
塔
の
構
作
」
と
い
う
比
喩
の
中
に
、

西
脇
式
記
憶
術
は
み
ご
と
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
決
し
て
過
去
の

時
間
の
再
現
で
な
く
、
想
像
力
に
よ
る
恣
意
的
な
再
構
築
な
の
だ
。『
ア

ム
バ
ル
ワ
リ
ア
』
の
全
作
品
は
、
そ
の
恣
意
性
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
が
、

そ
の
後
の
詩
集
も
手
法
的
に
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
の
言
葉
に
よ
る
「
バ
ベ
ル
の
塔
」
の
再
構
築
の
面
だ
け
を
極
端
に
強

調
す
れ
ば
、
西
脇
詩
は
「
純
粋
な
修
辞
学
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ニ
ュ
ー

ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
以
来
、
作
品
と
作
者
と
を
分
離
す
る
こ
と
は
批
評
の
原

則
と
化
し
、
歴
史
と
批
評
と
は
水
と
油
の
よ
う
に
相
容
れ
な
い
も
の
に

な
っ
た
。
最
近
の
脱
構
築
批
評
に
至
っ
て
は
ニ
ー
チ
ェ
の
言
っ
た
よ
う
に

「
真
理
と
言
う
も
の
は
無
く
、
た
だ
解
釈
だ
け
が
存
す
る
の
み
」
で
、
批

評
は
読
者
の
頭
の
数
だ
け
あ
る
。
か
つ
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル
は
「
ハ

エ
を
た
た
き
つ
ぶ
し
た
と
こ
ろ
で
、
ハ
エ
の
物
自
体
は
死
に
は
し
な
い
。

単
に
ハ
エ
の
現
象
を
つ
ぶ
し
た
ば
か
り
だ
。」
と
う
そ
ぶ
い
た
。
だ
が
、

も
は
や
「
物
自
体
」
も
消
滅
し
て
い
る
。
一
九
八
二
年
に
西
脇
順
三
郎
が

記憶の塔
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没
し
て
か
ら
二
十
年
を
経
て
い
る
の
に
、
い
ま
だ
に
本
格
的
な
伝
記
が
現

れ
な
い
の
は
寂
し
い
。
一
つ
に
は
今
日
の
批
評
が
そ
の
成
立
を
妨
げ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
伝
記
と
批
評
と
の
乖
離
し
た
状
況
を
、
作
者
自
身

の
詩
と
散
文
の
追
憶
作
用
を
介
し
て
融
和
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の

だ
ろ
う
か
。「
あ
の
ま
た

悲
し
い
裸
の
記
憶
の
塔
へ

も
ど
ら
ね
ば
な

ら
な
い
の
か
」（「
坂
の
夕
暮
」）
と
い
う
作
者
の
嘆
き
は
、
そ
の
解
読
へ

の
い
ざ
な
い
で
も
あ
ろ
う
。
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