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一

　
去
年
の
八
月
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
三
日
ば
か
り
極
端
に
暑
気
の
は
げ
し

い
日
が
つ
づ
い
た
。
日
の
当
ら
な
い
と
こ
ろ
に
坐
っ
て
い
て
も
汗
が
体
か
ら

流
れ
て
ハ
ン
ケ
チ
な
ん
か
忽
ち
水
で
し
ぼ
っ
た
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
時
の

私
の
生
活
状
態
は
特
別
な
も
の
で
、
そ
の
暑
中
に
湯
を
浴
る
こ
と
も
で
き
な

け
れ
ば
、
櫛
で
髪
を
と
か
す
こ
と
も
自
由
に
は
で
き
な
い
有
様
で
あ
っ
た
か

ら
、
大
変
に
疲
労
し
た
。
胸
の
前
で
、
自
分
の
汗
に
濡
れ
た
ハ
ン
ケ
チ
を
く

る
く
る
と
ま
わ
し
て
や
っ
と
あ
た
り
の
臭
い
空
気
を
う
ご
か
し
、
蝉
の
声
さ

え
聞
え
て
来
る
こ
と
の
な
い
日
中
を
過
ご
し
た
。
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そ
う
い
う
日
の
あ
る
午
後
、
私
は
風
通
し
の
あ
る
二
階
の
一
部
屋
に
出
さ

れ
、
窓
ぎ
わ
に
あ
る
テ
ー
ブ
ル
に
肱
を
か
け
て
、
何
心
な
く
そ
と
の
景
色
を

眺
め
て
い
た
。
窓
か
ら
見
え
る
青
空
は
、
広
々
と
し
て
雲
一
つ
な
く
日
光
に

燃
え
あ
ふ
れ
て
い
る
。
青
桐
の
茂
っ
た
梢
が
見
え
る
。
乾
い
た
屋
根
屋
根
が

高
く
低
く
連
な
っ
て
い
る
。
路
地
の
奥
に
一
本
の 

樟  

木 

く
す
の
き

が
見
え
、
そ
の
枝

に
這
い
の
ぼ
っ
た
へ﹅
ち﹅
ま﹅
の
黄
色
い
花
も
い
く
つ
か
見
え
る
。

　
疲
れ
た
頭
の
中
ま
で
を
風
に
吹
か
せ
る
よ
う
な
心
持
で
そ
れ
ら
の
外
景
を

眺
め
て
い
た
私
は
、
ふ
と
一
種
異
様
な
愕
き
を
心
に
感
じ
た
。
そ
れ
は
全
く

変
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
然
の
景
物
が
黒
と
白
と
の
二
色
に
し
か
感
じ
ら
れ

て
い
な
い
と
い
う
自
覚
は
。
そ
れ
で
一
層
気
を
つ
け
て
み
る
と
、
そ
う
や
っ

て
、
し
お
た
れ
浴
衣
を
着
た
私
は
空
が
燦
々
し
た
真
夏
の
青
空
で
あ
る
こ
と
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を
理
解
し
、
青
桐
の
葉
が
ふ
っ
さ
り
と
し
た
緑
で
あ
る
こ
と
も
知
っ
て
は
い

る
。
誰
か
人
が
い
て
、
こ
の
空
は
何
色
か
と
訊
い
た
ら
、
私
は
碧
い
空
だ
と

答
え
た
だ
ろ
う
。
青
桐
は
？
　
と
い
わ
れ
た
ら
、
葉
は
緑
と
返
事
し
た
だ
ろ

う
。
が
、
私
の
感
覚
は
、
空
は
淋
し
く
濁
っ
た
一
面
の
白
に
感
じ
、
そ
の
前

に
聳
え
て
い
る
青
桐
の
梢
は
泥
絵
具
の
よ
う
な
重
い
黒
で
感
じ
て
い
る
の
で

あ
っ
た
。
神
経
の
疲
労
の
こ
の
現
象
は
、
短
い
瞬
間
に
非
常
に
多
く
の
こ
と

を
私
に
暗
示
し
た
。

　
肉
体
の
疲
労
が
、
こ
ん
な
工
合
に
色
彩
に
対
す
る
感
覚
に
作
用
し
、
わ
れ

わ
れ
が
頭
で
知
っ
て
い
る
色
感
と
現
実
の
感
覚
的
反
応
と
の
間
に
こ
ん
な
分

裂
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
を
自
分
の
体
で
味
わ
っ
た
の
は
、
私
と
し
て
生
れ

て
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
私
は
自
分
の
異
常
な
感
覚
を
感
じ
観
察
し
な
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が
ら
、
画
家
の
生
活
と
い
う
も
の
を
考
え
た
。
黒
と
白
だ
け
で
全
部
を
表
現

す
る
版
画
家
の
人
生
に
対
す
る
感
情
に
さ
ま
ざ
ま
な
点
か
ら
新
し
い
興
味
を

喚
起
さ
れ
た
し
、
文
化
の
程
度
の
低
い
民
族
あ
る
い
は
社
会
層
の
者
ほ
ど
原

色
配
合
を
好
み
、
高
級
と
な
り
洗
練
さ
れ
た
人
間
ほ
ど
微
妙
な
間
色
の
配
合
、

陰
翳
を
味
わ
う
能
力
を
増
す
と
い
わ
れ
て
い
る
あ
り
き
た
り
な
概
括
に
ま
で

思
い
及
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
今
度
は
立
場
を
逆
に
し
て
、
画
家
は
ど
の
程
度

に
ま
で
自
分
の
絵
を
鑑
賞
し
よ
う
と
す
る
人
々
の
生
理
的
な
条
件
　
　
そ
の

疲
労
と
か
休
安
と
か
の
実
状
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
、
こ
と

新
た
な
省
察
を
深
め
ら
れ
た
。

　
勤
労
階
級
の
生
活
感
情
を
反
映
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
絵
画
の
領
域
で
問
題

と
さ
れ
た
の
は
、
先
ず
第
一
に
絵
画
の
主
題
、
題
材
の
社
会
性
で
あ
り
、
色
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彩
は
そ
れ
ら
の
も
の
に
応
じ
て
自
ら
選
択
さ
れ
る
必
然
性
の
範
囲
に
お
い
て

と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新
し
い
理
解
で
芸
術
に
お
け
る

リ
ア
リ
ズ
ム
が
提
唱
さ
れ
た
場
合
に
も
、
持
ち
出
さ
れ
か
た
は
ほ
ぼ
同
様
で

あ
っ
た
。

　
私
に
は
、
自
身
の
そ
の
経
験
　
　
色
が
分
っ
て
い
る
が
そ
の
色
と
し
て
感

情
に
ま
で
感
覚
さ
れ
な
か
っ
た
時
の
お
ど
ろ
き
が
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
疲

労
か
ら
恢
復
し
た
後
も
忘
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
考
え
た
。

勤
務
す
る
大
多
数
の
男
女
は
激
し
く
長
い
時
間
の
労
働
に
よ
っ
て
疲
れ
、
恐

ら
く
想
像
し
て
い
る
よ
り
遙
か
に
つ
よ
い
程
度
で
色
彩
の
感
覚
を
麻
痺
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
の
た
め
に
努
力
し
て
い
る
画

家
た
ち
は
は
た
し
て
ど
の
く
ら
い
ま
で
そ
れ
を
実
感
と
し
て
把
握
し
て
い
る
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で
あ
ろ
う
か
。
社
会
的
モ
ラ
ル
の
問
題
と
な
し
得
る
先
行
的
な
事
実
、
新
た

な
芸
術
創
造
の
た
め
の
素
地
の
探
求
、
理
解
の
具
体
性
と
し
て
、
生
活
事
情

と
色
感
と
の
な
ま
な
ま
し
い
関
係
が
今
日
の
問
題
と
し
て
い
か
に
深
め
ら
れ

て
い
る
か
、
と
考
え
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
こ
う
い
う
一
つ
の
偶
然
な
実
験
　
　
体
や
神
経
の
疲
労
が
ひ
ど
い
時
に
は
、

あ
る
色
彩
が
頭
で
わ
か
っ
て
も
、
そ
の
色
の
感
じ
を
感
覚
的
に
は
感
じ
ら
れ

な
い
と
い
う
珍
ら
し
い
経
験
を
も
っ
て
、
私
は
そ
れ
か
ら
市
ケ
谷
に
移
さ
れ

た
。
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そ
こ
で
又
計
ら
ず
他
の
経
験
を
か
さ
ね
た
。

　
あ
す
こ
に
は
ラ
ジ
オ
が
あ
る
。
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
広
い
廊
下
の
は
ず
れ
の

高
い
と
こ
ろ
に
一
つ
ラ
ジ
オ
の
拡
声
器
が
据
え
つ
け
て
あ
っ
て
、
朝
ラ
ジ
オ

体
操
の
か
け
声
を
鳴
り
響
か
す
。
そ
し
て
、
た
ま
に
音
楽
の
中
継
な
ど
も
聴

か
す
の
で
あ
る
が
、
ど
う
い
う
セ
ッ
ト
を
つ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
私

の
い
た
方
の
ラ
ジ
オ
で
は
第
一
放
送
と
第
二
放
送
と
が
ご
っ
ち
ゃ
に
な
っ
て

聞
え
た
。
新
響
の
放
送
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
交
響
楽
が
鳴
り
出
し

て
、
諧
調
あ
る
美
し
い
音
に
神
経
が
突
然
快
く
ゆ
る
め
ら
れ
た
と
思
う
間
も

な
く
、
「
あ
あ
打
ち
ま
し
た
！
　
打
ち
ま
し
た
！
」
な
ど
と
叫
ぶ
ア
ナ
ウ
ン

サ
ア
の
声
が
わ
り
込
み
、
音
楽
と
野
球
実
景
放
送
と
が
し
ば
ら
く
あ
や
め
も

分
ら
ず
も
つ
れ
合
っ
た
あ
げ
く
、
拡
声
器
は
ブ
ブ
ブ
、
ヒ
ュ
ー
と
、
自
身
の

9



愚
劣
さ
を
嘲
弄
す
る
よ
う
に
喚
い
て
、
終
に
は
一
二
分
何
も
聞
え
な
い
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

　
あ
あ
い
う
沈
黙
生
活
の
中
で
音
楽
は
実
に
大
き
い
う
る
お
い
で
あ
り
、
ほ

と
ん
ど
一
つ
の
生
理
的
必
要
で
あ
る
。
体
が
ポ
ー
と
熱
し
本
ば
か
り
読
ん
で

い
る
頭
は
、
恍
惚
に
誘
わ
れ
よ
う
と
欲
し
て
音
波
に
し
た
が
う
準
備
を
は
じ

め
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
事
情
で
、
こ
ち
ら
に
期
待
す
る
感
情
が
自
然

な
要
求
と
し
て
強
け
れ
ば
強
い
だ
け
、
時
代
ば
な
れ
の
し
た
ラ
ジ
オ
の
乱
脈

は
も
ど
か
し
い
。
し
か
も
、
こ
ち
ら
は
、
愚
劣
な
雑
音
の
氾
濫
を
頭
か
ら
浴

び
せ
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、
そ
れ
を
調
整
す
る
た
め
に
自
分
の
手
を
出
す

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
や
か
ま
し
い
ス
ウ
イ
ッ
チ
を
切
る
自
由
さ
え
も
与
え
ら

れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
役
所
の
日
課
の
時
間
割
に
よ
っ
て
、
忠
実
に
な
さ
れ
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て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
私
は
し
ま
い
に
、
ラ
ジ
オ
で
音
楽
が
鳴
り
出
す
と
、

決
し
て
終
り
ま
で
心
持
よ
く
聴
く
こ
と
な
ど
を
初
め
か
ら
期
待
し
な
い
と
い

う
抵
抗
力
を
つ
け
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
緊
張
と
中
絶
と
の
全
然
受
動
的
な

く
り
返
し
で
、
か
え
っ
て
気
が
疲
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ガ
ア
ガ
ア
と
反
響
の
つ
よ
い
建
物
中
を
あ
れ
狂
っ
て
い
た
ラ
ジ
オ
が
消
え

る
と
、
ホ
ッ
と
し
た
休
安
を
感
じ
つ
つ
、
あ
る
日
曜
の
午
後
、
私
は
か
つ
て

音
に
関
し
て
自
分
の
注
意
を
ひ
い
た
こ
と
の
あ
る
一
つ
の
こ
と
を
思
い
出
し

た
。
そ
れ
は
、
ひ
ど
く
疲
れ
た
時
に
は
、
同
じ
ピ
ア
ノ
の
同
じ
鍵
の
音
が
変

に
遠
方
に
余
韻
な
く
聞
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
私
は
奇
妙
に
思
っ
て
、

一
つ
音
を
何
度
も
同
じ
つ
よ
さ
で
鳴
ら
し
て
聴
い
て
み
た
が
、
鼓
膜
が
耳
の

中
で
厚
ぼ
っ
た
く
な
っ
た
よ
う
な
感
じ
で
、
ど
う
し
て
も
本
当
の
音
が
き
こ
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え
な
か
っ
た
。
次
の
日
に
な
っ
て
疲
れ
が
癒
っ
た
ら
ピ
ア
ノ
の
音
は
平
常
の

音
量
と
音
色
と
を
も
っ
て
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
後
、
一
二
度
た
め
し

て
見
て
疲
労
の
一
定
の
限
度
ま
で
は
、
音
は
正
し
く
聴
か
れ
、
音
楽
と
し
て

味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
疲
れ
が
そ
れ
以
上
に
な
る
と
、
少
く
と
も
私
は

音
楽
に
無
反
応
に
陥
る
ら
し
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
音
楽
的
音
に
つ
い
て
の
自
身
の
経
験
は
前
に
い
っ
た
色
彩
の
感
覚
と

疲
労
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
実
験
と
自
然
連
関
し
た
。
そ
し
て
、
私
に
、
生

活
と
芸
術
的
創
造
、
そ
の
鑑
賞
な
ど
に
つ
い
て
の
新
し
い
省
察
を
刺
戟
し
た
。

折
か
ら
、
友
人
が
、
日
本
詩
歌
の
リ
ズ
ム
を
心
理
学
的
な
実
験
に
よ
っ
て
研

究
し
た
本
を
差
入
れ
て
く
れ
た
。
東
京
帝
大
の
心
理
学
実
験
室
で
な
さ
れ
た

こ
の
仕
事
は
、
題
目
と
し
て
は
過
去
に
お
い
て
七
五
調
が
永
年
日
本
人
に
し
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た
し
ま
れ
て
来
た
そ
の
心
理
学
的
根
拠
を
し
ら
べ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
は

だ
ん
だ
ん
読
ん
で
行
く
う
ち
に
、
非
常
に
感
興
を
覚
え
、
こ
の
種
の
科
学
的

研
究
は
、
新
し
く
、
そ
し
て
科
学
的
な
社
会
観
の
上
に
立
っ
て
芸
術
を
創
造

し
、
そ
う
い
う
創
造
力
を
開
発
し
て
ゆ
く
た
め
に
、
も
っ
と
も
っ
と
多
方
面

に
わ
た
っ
て
活
溌
に
な
さ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
芸
術
に
お
け
る
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
摂
取
は
、
私
た
ち
に
、
歴
史

の
発
展
的
方
向
に
そ
う
て
現
実
の
多
様
性
を
理
解
さ
せ
る
上
に
大
き
い
役
割
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を
も
っ
た
。
各
芸
術
部
門
の
独
自
性
、
そ
の
創
造
力
の
土
台
の
社
会
的
・
科

学
的
な
研
究
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
巨
大
な
可
能
性
を
包
蔵
し
て
い
る
骨
組

み
の
細
部
と
し
て
、
も
っ
と
学
ば
れ
、
科
学
的
に
整
理
さ
れ
た
現
実
的
資
料

と
し
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
れ
ま
で
も
、
た
と
え
ば
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
美
術
家
は
展
覧
会
入
場
者
の
職

業
別
統
計
は
と
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
音
楽
の
サ
ー
ク
ル
へ
参
加
し
て
来
る

若
い
人
々
の
労
働
の
種
類
は
類
別
さ
れ
た
。
し
か
し
、
さ
ら
に
も
う
一
歩
踏

み
こ
ん
で
、
も
っ
と
科
学
的
な
方
法
で
、
一
定
の
労
働
、
そ
の
労
働
に
よ
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
消
耗
、
そ
れ
に
応
じ
て
一
定
の
色
彩
に
対
す
る
感
覚
的
反
応
、

ま
た
は
音
楽
音
に
対
す
る
感
情
の
波
動
が
、
純
粋
に
実
験
的
な
も
の
と
し
て

記
録
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
ど
ん
な
に
興
味
あ
り
、
か
つ
有
益
な
こ
と
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で
あ
ろ
う
。

　
常
識
で
考
え
て
も
、
常
に
強
い
光
り
を
眼
に
感
じ
て
い
る
ガ
ラ
ス
工
、
金

属
工
な
ど
と
、
永
年
に
わ
た
っ
て
光
線
の
不
足
な
中
に
働
い
て
い
る
炭
坑
夫

な
ど
と
の
間
に
は
、
同
じ
色
彩
に
対
し
て
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
反
応
を
示

す
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
又
朝
か
ら
夕
方
ま
で
人
工
光
線
で
生
活
す
る
デ

パ
ー
ト
の
女
売
子
な
ど
は
、
習
慣
的
に
自
然
色
か
ら
ひ
き
は
な
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
心
理
学
的
な
調
査
で
は
そ
れ
は
、
ど
う
現
れ
て
来
る
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
音
楽
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
鉄
工
場
に
働
い
た
り
、
あ
る
い
は
酸
素
打

鋲
器
を
あ
つ
か
っ
て
い
る
労
働
者
、
製
菓
会
社
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
乾
燥
場
な

ど
の
絶
え
間
な
い
鼓
膜
が
痛
む
よ
う
な
騒
音
と
闘
っ
て
働
い
て
い
る
男
女
、
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独
特
な
聴
神
経
疲
労
を
感
じ
て
い
る
電
話
交
換
手
な
ど
に
と
っ
て
、
あ
る
音

楽
音
は
ど
う
い
う
反
応
を
ひ
き
起
す
か
、
ど
う
い
う
音
の
調
和
、
リ
ズ
ム
が

快
く
受
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
感
覚
的
な
芸
術
で
あ
る
美
術
や
音
楽
の
領
域
の
開
発
の
た
め
に
は
、
ど
れ

ほ
ど
こ
う
い
う
実
験
的
資
料
の
蒐
集
が
必
要
で
あ
ろ
か
と
い
う
こ
と
は
想
像

さ
れ
る
。
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
は
新
し
い
社
会
的
土
台
に
お
い
て
諸
芸
術
を
め
ざ

ま
し
く
開
花
さ
せ
た
が
、
各
部
門
の
発
達
の
テ
ン
ポ
を
見
る
と
、
文
学
、
演

劇
が
一
番
早
く
あ
る
水
準
に
達
し
た
。
音
楽
、
美
術
は
そ
れ
よ
り
お
く
れ
た

と
い
う
実
際
の
経
験
が
あ
る
。
騒
音
の
激
し
い
、
人
の
ざ
わ
め
き
、
声
々
の

多
い
場
所
で
働
い
て
い
る
者
は
、
あ
る
い
は
文
学
の
愛
好
者
と
な
る
率
が
多

い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
（
ソ
ヴ
ェ
ト
同
盟
で
文
学
が
新
し
い
芸
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術
建
設
の
先
鋒
と
な
っ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
人
々
を
し
て
記
録
さ
せ
、

ペ
ン
を
と
っ
て
書
か
せ
ず
に
お
か
な
か
っ
た
社
会
生
活
の
複
雑
な
大
変
動
、

大
感
動
が
中
心
的
な
動
機
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
）

　
日
本
詩
歌
の
リ
ズ
ム
の
研
究
が
、
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
の
搏
音
を
つ
か
っ
て
の

心
理
学
的
実
験
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
の
方
面
に
お
い
て
若
い
心

理
学
徒
の
多
く
の
業
績
が
期
待
さ
れ
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
う
。

　
文
学
に
関
す
る
面
で
も
、
近
頃
文
章
学
は
従
来
の
作
家
に
縁
の
遠
か
っ
た

修
辞
学
と
は
異
な
っ
た
科
学
的
、
実
験
的
立
場
で
、
文
学
的
作
品
の
解
剖
、

類
別
な
ど
を
試
み
て
い
る
。
丁
度
谷
崎
潤
一
郎
の
「
春
琴
抄
」
な
ど
が
世
間

の
注
目
を
ひ
き
、
文
章
の
古
典
復
興
物
語
調
流
行
が
き
ざ
し
か
け
た
頃
、
な

に
か
の
雑
誌
で
、
谷
崎
と
志
賀
と
の
文
章
を
対
比
解
剖
し
、
二
人
の
文
章
に

17



あ
ら
わ
れ
て
い
る
名
詞
、
動
詞
の
多
少
、
形
容
詞
、
副
詞
の
性
質
を
分
析
し
、

志
賀
直
哉
を
客
観
的
描
写
の
作
家
と
し
、
谷
崎
潤
一
郎
の
最
近
書
く
物
語
的

作
品
を
主
観
的
作
品
と
し
て
い
る
研
究
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
論
文
は
た
い
し
て
長
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
深
く
私
の
興
味
を
動

か
し
、
か
つ
一
つ
二
つ
の
疑
問
が
あ
っ
て
注
意
を
ひ
い
た
。
雑
誌
か
ら
切
り

と
っ
て
、
し
ま
っ
て
置
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
昨
年
の
ご
た
ご
た
で
、
そ
の
切

り
ぬ
き
は
無
く
な
り
、
私
は
ど
う
し
て
も
そ
の
研
究
者
の
姓
名
を
思
い
出
す

こ
と
が
で
き
な
い
有
様
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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と
こ
ろ
が
、
二
三
日
前
あ
る
本
を
さ
が
し
に
東
京
堂
へ
行
っ
た
ら
「
文
章

学
・
創
作
心
理
学
序
論
」
と
い
う
一
冊
の
本
が
目
に
つ
き
、
目
次
を
見
る
と
、

文
章
の
類
型
と
作
家
と
い
う
章
に
谷
崎
潤
一
郎
氏
と
志
賀
直
哉
氏
と
い
う
項

が
あ
り
、
今
度
の
本
の
著
者
波
多
野
完
治
氏
が
当
時
そ
の
研
究
を
一
部
発
表

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
新
し
く
さ
れ
た
興
味
を
も
っ
て
、
そ
の
本
の
三
分
の
二
ま
で
読
ん
だ
今
日

の
感
想
で
、
私
は
多
く
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
り
、
同
時
に
も
と
そ
の
論
文
の
一

部
を
読
ん
だ
折
に
も
漠
然
と
私
の
心
に
生
じ
た
疑
問
が
あ
る
点
つ
よ
め
ら
れ

深
め
ら
れ
た
。

　
著
者
は
、
文
章
学
と
い
う
も
の
が
過
去
の
修
辞
学
と
異
な
っ
た
も
の
と
し

て
う
ち
立
て
ら
れ
る
現
代
の
必
然
性
を
大
体
次
の
よ
う
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。
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「
現
代
の
文
章
は
何
よ
り
も
先
ず
、
自
己
の
思
想
が
あ
ら
わ
に
出
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
想
と
文
章
と
の
一
致
、
こ
れ
が
現
代
文
章
の
唯
一
の
準
則

で
あ
る
」
そ
れ
だ
か
ら
「
今
の
文
章
は
い
に
し
え
の
よ
う
な
美
辞
麗
句
で
な

く
」
「
作
家
の
表
現
し
よ
う
と
考
え
る
対
象
の
性
質
か
ら
規
定
さ
れ
て
来
る

。
」
と
こ
ろ
で
、
こ
の
著
者
の
理
解
に
よ
る
と
現
代
の
作
家
は
「
社
会
の
人

々
が
普
通
に
は
も
っ
て
い
な
い
よ
う
な
感
情
、
又
は
持
っ
て
い
て
も
表
現
し

て
見
せ
る
必
要
の
な
い
よ
う
な
感
情
に
つ
い
て
は
、
な
ん
ら
の
表
現
法
が
な

く
、
作
家
が
こ
れ
を
表
現
す
る
に
非
常
な
不
便
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
作
家
は
こ
の
よ
う
な
事
象
の
表
現
に
し
か
、
そ
の
表
現
意
欲
を
感
じ

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ
な
ら
、
作
家
は
、
心
理
の
叙
述
を
自
己
の
も
っ
と
も
生
甲
斐
あ
る
創
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作
対
象
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
心
理
の
う
ち
で
も
心
の
も
つ
反
省
の

能
力
を
あ
ら
わ
し
た
い
と
念
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
自
己
の
心
を
幾
重

に
も
幾
重
に
も
反
省
す
る
。
あ
る
行
為
を
す
る
自
分
を
反
省
し
、
そ
の
反
省

を
行
う
自
己
を
反
省
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
心
の
内
部
へ
内
部
へ
と
ほ
り
下

げ
て
行
く
、
そ
の
過
程
の
叙
述
が
現
代
作
家
の
も
っ
と
も
興
味
を
も
っ
て
ア

タ
ッ
ク
し
た
い
と
考
え
る
対
象
で
あ
る
」
と
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
「
最
近
の
文
章
論
の
要
求
は
」
「
自
然
主
義
的
な
文
章
を
い
か
に
し
て

脱
却
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
出
発
点
を
お
か
れ
」
て
い
る
と
説

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
史
の
あ
る
一
定
段
階
の
現
象
と
し
て
過
去
三
、
四
年
来

の
日
本
の
作
家
の
間
に
著
し
く
現
れ
た
文﹅
章﹅
道﹅
へ
の
関
心
・
熱
中
に
と
も
な
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わ
れ
、
心
理
学
者
が
そ
の
分
析
・
整
理
・
理
論
づ
け
に
着
手
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
一
例
と
し
て
、
私
は
、
こ
の
著
者
の
努
力
に
冷
淡
で
あ
り
得
な
い
の

で
あ
る
。
が
、
は
た
し
て
、
こ
の
著
者
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
現
代
文
章
学
発

生
の
必
然
性
の
説
明
が
、
作﹅
家﹅
と
い
う
包
括
的
な
言
葉
ど
お
り
の
意
味
で
、

あ
ら
ゆ
る
作
家
の
創
作
的
欲
求
を
代
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
ゴ
ー
リ

キ
イ
が
作
家
を
呼
ん
で
「
心
の
技
師
」
と
い
っ
て
い
る
。
心
の
い
き
さ
つ
を

描
き
た
い
こ
と
は
全
作
家
の
ひ
と
し
き
願
望
で
は
あ
る
が
、
著
書
も
そ
れ
が

社
会
性
乏
し
く
き
わ
め
て
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
反
省

的
心
理
叙
述
を
、
横
光
利
一
の
み
で
な
く
、
私
も
一
人
の
作
家
と
し
て
同
じ

く
念
願
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
実
の
事
情
か
ら
は

な
は
だ
遠
い
の
で
あ
る
。
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心
理
学
者
は
、
た
と
え
ば
、
著
者
自
身
に
ふ
れ
て
い
る
重
要
な
事
実
　
　

現
代
の
一
部
の
作
家
が
心
の
内
部
へ
内
部
へ
と
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
過
程
の
叙

述
を
の
み
書
き
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
現
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
か
な
る

心
理
的
理
由
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ
を
科
学
的
実
験
的
に
闡
明
し
て
は
い
け

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
ユ
リ
シ
ー
ズ
」
が
、
著
者
の
如
き
分
析
力
に
よ
っ
て
ふ
わ
け
さ
れ
た
上
、

昔
は
普
通
の
ス
タ
イ
ル
で
書
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
が
、
な
ぜ
欧
州

大
戦
後
、
人
間
意
識
の
流
れ
を
こ
う
い
う
風
に
扱
い
出
し
た
か
、
そ
の
点
を

心
理
学
的
に
究
明
す
る
こ
と
は
、
意
味
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
著
者
は
、

谷
崎
潤
一
郎
が
初
期
に
は
具
体
的
感
覚
的
文
章
を
書
い
た
が
最
近
は
抽
象
的
、

概
念
的
文
章
に
な
っ
た
こ
と
を
指
し
、
偉
大
な
ゲ
ー
テ
も
さ
よ
う
な
道
ゆ
き
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を
た
ど
っ
た
と
い
っ
て
い
る
。
六
十
八
歳
で
歿
し
た
ゴ
ー
リ
キ
イ
が
晩
年
に

お
い
て
は
、
最
も
概
念
的
で
あ
る
べ
き
論
説
に
お
い
て
さ
え
、
ま
す
ま
す
具

体
性
と
輝
や
か
し
い
感
性
と
を
も
っ
た
文
章
を
書
き
、
世
界
の
文
化
に
尽
し

た
と
い
う
全
く
対
蹠
的
な
一
事
実
を
、
心
理
学
者
は
何
と
分
析
す
る
で
あ
ろ

う
か
。
私
は
そ
の
よ
う
な
心
理
学
者
の
出
現
を
ま
つ
こ
と
、
実
に
切
な
る
も

の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
六
年
七
月
〕
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