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も
う
四
年
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
考
え
て
見
れ
ば
、
寺
田
先
生
の
亡
く
な

ら
れ
た
年
の
夏
の
こ
と
で
あ
る
。

　
先
生
の
最
後
の
随
筆
集
『
蛍
光
板
』
を
貰
っ
て
、
ひ
と
わ
た
り
ず
っ
と
読

ん
で
行
っ
た
と
こ
ろ
が
、
「
冬
夜
の
田
園
詩
」
と
い
う
短
い
文
章
の
と
こ
ろ

で
、
私
は
妙
に
底
知
れ
ぬ
し
み
じ
み
と
し
た
感
じ
に
う
た
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
。

　
そ
れ
は
三
頁
に
も
足
ら
ぬ
短
い
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
先
生
の

幼
か
っ
た
頃
の
土
佐
の
民
族
詩
的
情
景
が
、
い
か
に
も
あ
り
あ
り
と
描
き
出

さ
れ
て
い
た
。

　
冬
の
夜
長
に
孫
た
ち
の
集
っ
て
い
る
灯
下
で
夜
な
べ
仕
事
を
し
な
が
ら
、
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山
中
の
狸
ど
も
の
舞
踏
会
の
話
を
す
る
老
婆
の
姿
や
、
夕
闇
迫
る
田
圃
道
で

子
供
た
ち
が
原
始
民
謡
風
な
歌
を
唄
い
な
が
ら
、
そ
の
唄
に
お
び
え
て
一
せ

い
に
駆
け
出
す
と
い
う
話
な
ど
、
と
り
と
め
も
な
い
よ
う
な
事
柄
の
叙
述
の

中
に
、
美
し
く
も
ま
た
物
怖
し
い
童
話
詩
的
な
雰
囲
気
が
よ
く
語
ら
れ
て
い

た
。

　
そ
し
て
先
生
は
、
そ
の
幼
い
頃
に
郷
里
の
「
田
園
の
闇
に
漲
っ
て
」
い
た

と
こ
ろ
の
「
滑
稽
な
よ
う
で
物
凄
い
よ
う
な
、
何
と
も
形
容
の
出
来
な
い
夢

幻
的
な
気
持
」
を
、
民﹅
族﹅
的﹅
記﹅
憶﹅
と
で
も
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
い
っ
て
お
ら
れ
た
。

　
こ
う
い
う
も
の
を
読
ん
で
、
そ
の
感
情
が
ひ
た
ひ
た
と
身
に
迫
っ
て
感
ぜ

ら
れ
た
の
も
、
私
ど
も
の
よ
う
に
、
田
舎
に
育
っ
た
も
の
の
特
権
で
あ
ろ
う
。
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私
ど
も
の
育
っ
た
北
陸
の
片
田
舎
に
は
、
つ
い
こ
の
二
十
年
く
ら
い
前
で

も
、
こ
う
い
う
民
族
的
記
憶
に
よ
る
特
殊
の
情
緒
が
、
人
々
の
日
常
の
生
活

の
中
に
深
く
浸
み
込
ん
で
残
っ
て
い
た
。

　
そ
こ
に
は
、
現
在
の
自
分
ら
の
物
の
考
え
方
の
よ
う
な
思
考
の
形
式
は
、

ま
だ
は
い
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
あ
る
い
は
も
っ
と
極

端
に
い
え
ば
、
喜
怒
哀
楽
の
情
ま
で
も
現
代
の
若
い
都
人
士
の
喜
怒
哀
楽
と

は
異
っ
て
い
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
文
藻
豊
か
な
私
の
友
人
の
一
人
が
、
い
つ
か
西
洋
の
ス
ポ
ー
ツ
と
日
本
の

競
技
と
の
底
に
流
れ
る
感
情
を
比
較
し
て
、
そ
の
間
に
根
本
的
な
ち
が
い
が

あ
る
と
い
う
面
白
い
意
見
を
き
か
せ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
西
洋
の
ス
ポ
ー
ツ
に
伴
う
声
は
、
た
と
え
ば
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
放
送
で
聞
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い
た
歓
声
の
よ
う
に
、
胸
一
杯
に
吸
っ
た
空
気
が
期
を
得
て
爆
発
す
る
声
で

あ
る
。
こ
う
い
う
声
は
日
本
古
来
の
競
技
に
は
な
い
。
日
本
の
競
技
に
伴
う

声
の
代
表
的
な
も
の
は
、
剣
道
の
気
合
の
よ
う
に
、
腹
の
底
か
ら
絞
り
出
す

裂
帛
の
声
で
あ
る
と
い
う
話
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
話
を
よ
く
味
わ
っ
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
日
本
の
競
技
に
は
、
剣
道

の
掛
け
声
の
よ
う
な
極
端
な
場
合
で
な
く
と
も
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
必
ず

ど
こ
か
に
こ
の
裂
帛
の
調
べ
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
そ
う
い
え
ば
、
私
た
ち
の
子
供
の
頃
の
北
陸
の
農
村
の
生
活
を
思
っ
て
見

る
と
、
そ
こ
に
は
、
現
在
吾
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
歓
声
が
聞
か
れ
る
機

会
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
番
そ
れ
に
近
い
も
の
を
拾
い
出
し
て
み
る

と
す
れ
ば
、
花
相
撲
で
村
一
番
の
名
力
士
が
、
堂
々
と
相
手
を
押
し
切
っ
た
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場
面
な
ど
を
想
像
し
て
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
し
そ
の
時
に
揚
が
る

声
に
も
、
何
処
か
に
勝
鬨
め
い
た
も
の
が
雑
っ
て
い
て
、
今
日
吾
々
が
、
テ

ニ
ス
コ
ー
ト
の
側
で
き
く
、
あ
の
輪
廓
の
円
い
そ
し
て
大
き
い
な
が
ら
に
軽

い
と
こ
ろ
の
現
代
の
声
で
は
な
か
っ
た
。

　
私
は
こ
の
話
を
、
昔
の
日
本
人
と
今
の
日
本
人
と
の
間
に
は
、
喜
怒
哀
楽

の
感
じ
方
に
ま
で
差
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
例
と
し
て
面
白
く
聞
い

た
。
そ
れ
に
も
っ
と
重
大
な
こ
と
は
、
こ
の
裂
帛
の
気
合
と
い
う
も
の
が
、

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
今
日
や
か
ま
し
く
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
「
日
本
精
神
」
の

一
つ
の
大
切
な
要
素
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
勿
論
す
べ
て
の
そ
の
種
の
議
論
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、

あ
る
人
々
の
訓
詞
な
ど
を
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
聞
い
て
み
る
と
、
そ
の
語
調
に
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は
勿
論
の
こ
と
、
論
旨
の
基
調
に
も
、
こ
の
裂
帛
の
気
合
が
脈
々
と
流
れ
て

い
る
よ
う
に
私
に
は
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
い
う
裂
帛
の
気
合
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
、
日
本
人
の

生
活
の
奥
に
初
め
か
ら
あ
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
案
外
近
頃
に
な
っ
て
は

い
っ
て
き
た
も
の
か
、
例
え
ば
徳
川
時
代
の
武
士
の
病
的
な
精
神
生
活
な
ど

か
ら
醸
し
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
私
に
は

全
く
分
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
い
う
こ
と
も
、
一
つ
の
面
白
い
問
題
に
な
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
気
は
す
る
。

　
お
ぼ
ろ
な
記
憶
の
中
か
ら
、
ピ
ア
ノ
は
勿
論
の
こ
と
、
電
灯
も
な
か
っ
た

頃
の
北
陸
の
農
村
の
生
活
を
探
し
出
し
て
見
て
も
、
そ
の
中
か
ら
、
今
日
や

か
ま
し
く
い
わ
れ
て
い
る
「
日
本
精
神
」
の
よ
う
な
も
の
が
一
つ
も
拾
い
出
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せ
な
い
こ
と
も
、
私
に
と
っ
て
は
非
常
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
あ
の
頃
の
農
村
の
生
活
の
中
で
は
、
今
日
吾
々
が
都
会
の
生

活
で
知
っ
て
い
る
よ
う
な
現
代
の
声
は
き
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。
し
か
し
そ
の
田
園
の
闇
に
と
け
こ
ん
で
い
た
吾
々
の
祖
先
の
歌
は
、
寺

田
先
生
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
そ
れ
は
万
葉
集
な
ど
よ
り
は
も
っ
と
古
い
昔

の
詩
人
の
夢
を
お
と
ず
れ
た
東
方
原
始
民
の
詩
で
あ
り
歌
で
あ
っ
た
」
も
の

の
燃
え
残
っ
た
弱
い
炎
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
に
は
今
日
の
い
わ
ゆ

る
日
本
精
神
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
少
く
と
も
直
接
の
姿
で
は
は
い
っ
て
い

な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
よ
う
が
な
い
。

　
こ
う
い
う
意
味
で
本
当
に
日
本
的
な
も
の
は
、
今
日
一
部
の
少
数
の
土
俗

学
的
な
学
問
の
研
究
者
た
ち
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
、
要
路
の
人
々
の
注
意
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な
ど
は
あ
ま
り
惹
い
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
方
面
の
研

究
者
た
ち
は
、
比
較
的
不
遇
な
立
場
に
あ
る
人
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

随
分
熱
心
に
研
究
を
つ
づ
け
て
、
沢
山
の
資
料
が
集
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
方
面
の
研
究
は
勿
論
、
そ
の
消
え
去
り
つ
つ
あ
る
吾
々
の
祖
先
の
生

活
の
姿
を
よ
び
と
ど
め
る
た
め
に
、
有
力
な
た
す
け
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
仕
事
は
、
い
わ
ば
、
流
れ
の
上
に
書
い
た
文
字
を
捕
え
よ

う
と
す
る
よ
う
な
性
質
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
う
い
う
性
質
の
仕
事
で
あ
る
と

す
る
と
、
そ
れ
は
単
に
、
土
俗
学
や
民
俗
学
の
方
面
の
科
学
的
研
究
だ
け
で

出
来
る
も
の
で
は
な
く
て
、
文
学
や
音
楽
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
芸
術
の
力
を
も

多
分
に
借
り
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
「
グ
リ
ム
や
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
は
北

欧
民
族
の
「
民
族
的
記
憶
」
の
名
残
を
惜
し
ん
で
、
そ
れ
を
消
え
な
い
前
に
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喚
び
返
し
て
そ
れ
に
新
し
い
生
命
を
吹
込
ん
だ
人
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ

る
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。

　
寅
彦
先
生
の
「
冬
夜
の
田
園
詩
」
を
読
ん
で
か
ら
も
う
数
年
に
な
る
。

　
そ
の
間
に
私
は
こ
の
方
面
の
本
を
気
に
か
け
な
が
ら
も
、
何
分
専
門
の
仕

事
と
は
縁
遠
い
話
な
の
で
、
つ
い
探
し
て
み
る
ほ
ど
の
こ
と
も
な
く
て
過
ぎ

た
。
と
こ
ろ
が
今
度
何
気
な
く
柳
田
国
男
氏
の
『
木
綿
以
前
の
事
』
を
読
ん

で
見
て
、
こ
の
本
が
、
あ
る
意
味
で
は
や
は
り
吾
ら
の
祖
先
の
民
族
的
記
憶

を
探
ろ
う
と
す
る
試
み
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
大
変
な
つ
か
し
い

気
が
し
た
。

　
柳
田
氏
の
民
俗
学
的
研
究
の
こ
と
を
、
今
更
事
新
し
く
述
べ
る
の
も
妙
な

話
で
あ
る
が
、
こ
の
本
の
一
つ
の
新
し
い
試
み
は
、
何
で
も
な
い
た
だ
の
昔
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の
日
本
女
性
の
姿
と
い
う
非
常
に
む
つ
か
し
い
も
の
を
、
俳
諧
の
中
か
ら
探

し
出
そ
う
と
し
た
点
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
俳
諧
と
い
っ
て
も
、
詳
し
く
い
え
ば
蕉
風
の
連
句
な
の
で
あ
る
。
こ
の
連

句
と
い
う
そ
れ
こ
そ
純
粋
に
日
本
独
特
の
文
芸
で
あ
り
、
か
つ
高
度
に
発
達

し
た
本
当
の
意
味
で
の
日
本
精
神
の
産
物
を
資
材
と
し
て
、
そ
の
中
か
ら
昔

の
普
通
な
女
の
姿
、
す
な
わ
ち
た
だ
何
事
も
な
か
っ
た
吾
ら
の
祖
先
の
家
庭

生
活
の
相
を
喚
び
返
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
い
か
に
も
卓
見
と
い
う
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
卓
見
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
の
仕
事
は
生
易
し
い
こ
と
で
は
な

い
。
「
一
流
の
佳
人
と
才
子
、
又
は
少
な
く
と
も
選
抜
せ
ら
れ
た
或
男
女
の

仲
ら
い
を
叙
べ
た
」
文
学
か
ら
は
多
く
を
期
待
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
今
ま

12民族的記憶の名残



で
多
く
の
人
々
が
比
較
的
見
逃
し
て
き
た
こ
の
連
句
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の

恋
愛
と
ド
ラ
マ
と
を
禁
じ
た
表
六
句
の
わ
び
た
暖
簾
の
蔭
に
、
「
紅
紫
と
り

ど
り
の
女
の
歴
史
が
画
か
れ
て
」
い
る
姿
を
見
、
「
こ
の
無
数
無
名
の
二
千

年
間
の
母
や
姉
妹
が
、
黙
っ
て
参
与
し
て
い
た
」
歴
史
に
一
点
の
光
を
与
え

よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
、
な
か
な
か
の
大
事
業
な
の
で
あ
る
。

　
柳
田
氏
の
力
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
こ
う
い
う
仕
事
の
遂
行
に
、
い

か
に
も
そ
の
処
を
得
て
発
揮
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
分ぷん
に
な
ら
る
る
娵よめ
の 

仕  
合 

し
あ
は
せ

　
　
　
　
　
　
利
牛

　
　
は
ん
な
り
と
細
工
に
染
る
紅
う
こ
ん
　
　
　
桃
鄰

　
　
鑓
持
ち
ば
か
り
戻
る
夕
月
　
　
　
　
　
　
　
野
坡

と
い
う
劈
頭
に
引
用
さ
れ
て
い
る
『
炭
俵
』
の
一
節
か
ら
は
、
新
し
い
木
綿
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着
物
の
そ
れ
も
紅
を
ぼ
か
し
た
う
こ
ん
染
の
袷
か
何
か
を
着
て
い
る
初
々
し

い
花
嫁
の
姿
を
描
き
と
っ
て
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
着
物
が
、
勝
手
な
染

め
を
許
さ
な
か
っ
た
そ
れ
以
前
の
麻
の
不
断
着
の
生
活
に
ど
う
い
う
変
化
を

も
た
ら
し
て
き
た
か
と
い
う
重
大
な
問
題
に
触
れ
て
あ
る
。

「
は
ん
な
り
と
細
工
に
染
る
」
木
綿
着
物
か
ら
は
、
ま
る
ま
る
と
着
ぶ
く
れ

て
、
健
康
そ
う
な
頬
を
輝
か
し
て
い
る
当
時
の
農
村
の
娘
た
ち
の
生
活
と
、

さ
ら
に
進
ん
で
は
、
そ
の
感
情
ま
で
が
読
み
と
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
本
は
、
日
本
の
昔
の
衣
食
住
に
関
す
る
色
々
な
題
目
の
随
筆
の
集
成

と
い
う
形
で
出
来
上
っ
て
い
る
。
木
綿
の
話
に
つ
づ
い
て
は
、
瀬
戸
物
の
こ

と
が
出
て
く
る
。
「
小
家
の
侘
し
い
物
の
香
」
の
源
を
な
す
木
の
御
器
の
生
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活
に
、
白
く
て
静
か
な
光
の
あ
る
瀬
戸
物
が
は
い
っ
て
き
て
、
「
前
に
は
宗

教
の
領
分
に
属
し
て
居
た
真
実
の
円
相
を
、
茶
碗
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
朝

夕
手
の
裡
に
取
っ
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
」
よ
う
に
な
っ
た
時
の
人
々
の
幸

福
が
、
そ
れ
に
は
清
潔
と
い
う
要
素
が
庶
民
の
生
活
の
中
へ
も
は
い
っ
て
き

た
こ
と
を
含
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
影
響
が
よ
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
暗
い
す
す
け
た
台
所
と
茶
の
間
と
の
兼
用
の
部
屋
、
と
い
う
よ
り
も
家
の

片
隅
と
い
っ
た
方
が
よ
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
老
媼
が
火
吹
竹
を
も
っ
た
姿

が
、
ち
ょ
う
ど
家
の
造
作
の
一
つ
の
よ
う
な
形
に
う
す
暗
く
浮
び
上
っ
て
い

る
。
そ
の
側
に
、
唯
一
の
は
っ
き
り
と
し
た
輪
廓
を
示
す
も
の
と
し
て
、
四
、

五
枚
の
瀬
戸
物
が
白
く
光
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
最
も
あ
り
ふ
れ
た
情
景
、

そ
れ
が
本
当
の
農
村
の
生
活
の
姿
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
文
筆
の
題
材
と
し
て
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と
り
あ
げ
た
も
の
が
、
考
え
て
見
る
と
意
外
に
少
い
よ
う
で
あ
る
。

『
卯
辰
集
』
に
あ
る
と
い
う
加
賀
の
山
中
温
泉
の
三
吟
歌
仙
の
う
ち
か
ら
も
、

次
の
一
連
が
抜
き
出
し
て
あ
る
。

　
　
霰
ふ
る
左
の
山
は
菅
の
寺
　
　
　
　
　
北
枝

　
　
遊
女
四
五
人
田
舎
わ
た
ら
ひ
　
　
　
　
曾
良

　
　
落
書
に
恋
し
き
君
が
名
も
あ
り
て
　
　
翁

　
こ
う
い
う
従
来
比
較
的
問
題
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
中
か
ら
、
柳

田
氏
は
、
「
田
舎
わ
た
ら
ひ
」
を
す
る
遊
女
と
い
う
取
る
に
足
ら
な
い
一
群

の
人
々
の
生
活
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。

　
田
舎
わ
た
ら
い
と
い
う
語
は
、
源
氏
の
夕
顔
の
巻
に
も
あ
る
そ
う
で
あ
る

が
、
京
の
こ
の
種
の
人
々
は
、
「
も
う
あ
の
頃
か
ら
、
秋
の
収
穫
の
豊
か
な
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頃
を
窺
っ
て
、
農
村
を
稼
ぎ
ま
わ
っ
て
儲
け
て
還
る
色
々
の
道
を
知
っ
て
居

た
」
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
瑣
細
な
社
会
現
象
も
地
方
文
化
に
及
ぼ
し
た
そ
の
刺
戟
と
い
う

観
点
か
ら
見
る
時
は
、
か
な
り
の
重
要
な
意
味
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ

の
上
「
国
の
全
貌
を
昔
の
ま
ま
で
無
く
、
好
く
も
悪
く
も
新
し
い
も
の
に
し

た
外
部
の
力
、
空
に
吹
き
散
る
花
粉
や
胞
子
の
如
き
も
の
の
中
に
、
か
つ
て

は
こ
の
極
め
て
温
柔
な
る
女
性
の
一
群
も
参
加
し
て
」
い
た
事
実
は
、
単
な

る
文
化
の
媒
介
物
と
し
て
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
花
粉
の
も
た
ら
し

た
匂
い
を
嗅
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
当
時
の
田
園
の
生
活
に
時
折
差

し
た
色
彩
の
光
を
も
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

『
木
綿
以
前
の
事
』
を
ぼ
つ
ぼ
つ
と
読
み
な
が
ら
、
と
り
と
め
も
な
く
、
昔
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の
夢
に
浸
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
数
日
の
日
を
思
わ
ず
楽
し
く
送
る
こ
と

が
出
来
た
。

　
こ
う
い
う
学
問
が
、
現
在
の
よ
う
に
主
と
し
て
官
学
畑
以
外
の
人
々
の
手

に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
て
行
く
よ
う
で
は
、
ま
だ
ま
だ
日
本
の
文
化
も
そ
う
威

張
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
気
が
す
る
。
　
　
（
昭
和
十
四
年
九
月
）
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