
さ
る
一
月
九
日
午
後
三
時
二
十
分
、
我
ら
が
先
輩
、
安
森
敏
隆
先
生
が
亡
く
な
ら
れ

た
。
先
生
は
敬
虔
な
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
葬
送
に
関
す
る
一
切
が

そ
の
宗
教
の
形
式
通
り
に
行
わ
れ
、
悲
し
み
の
内
に
お
別
れ
を
し
た
。
い
ま
、
あ
ら
た

め
て
こ
の
一
文
を
認
め
な
が
ら
、
こ
み
あ
げ
て
来
る
も
の
が
あ
る
。
誌
面
を
お
与
え
く

だ
さ
っ
た
編
集
部
に
感
謝
し
ま
す
。

○

先
生
は
一
九
四
二
年
一
月
六
日
、
広
島
県
高
田
郡
（
現
・
三
次
市
）
粟
屋

村
に
て
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
。
広
島
県
立
三
次
高
等
学
校
を
ご
卒
業
後
、
一

九
六
〇
年
本
学
文
学
部
日
本
文
学
専
攻
に
入
学
。
和
田
繁
二
郎
・
国
崎
望
久

太
郎
両
先
生
に
つ
い
て
近
代
文
学
研
究
の
道
に
自
身
の
研
究
方
針
を
見
定
め

ら
れ
、
そ
の
後
、
大
学
院
を
終
え
ら
れ
た
後
、
平
安
女
学
院
高
等
学
校
教

諭
、
宇
部
短
期
大
学
講
師
・
助
教
授
を
経
て
、
一
九
七
七
年
四
月
よ
り
梅
光

女
学
院
大
学
の
教
授
を
勤
め
ら
れ
た
後
、
一
九
八
八
年
四
月
か
ら
同
志
社
女

子
大
学
短
期
大
学
部
教
授
、
翌
年
、
同
志
社
女
子
大
学
教
授
に
就
任
さ
れ
、

二
〇
一
二
年
四
月
に
同
志
社
女
子
大
学
の
名
誉
教
授
に
な
ら
れ
た
。
こ
の

間
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
文
学
会
、
日
本
近
代
文
学
会
、
全
国
大
学
国
語
国
文

学
会
な
ど
の
要
職
に
も
就
い
て
お
ら
れ
た
。
先
生
の
歌
の
直
接
の
師
匠
は
和

田
繁
二
郎
・
国
崎
望
久
太
郎
両
先
生
（
共
に
本
学
教
授
）
で
あ
っ
た
が
、
本

学
入
学
前
の
三
次
高
校
で
は
、
文
芸
部
顧
問
で
あ
っ
た
山
広
実
美
氏
（
本
学

卒
業
生
）
の
指
導
を
受
け
て
お
ら
れ
、「
蛍
雪
時
代
」
の
文
芸
欄
の
荒
正
人

選
に
屡
々
入
選
さ
れ
、
更
に
溯
っ
て
は
三
次
中
学
校
粟
屋
分
校
で
堅
木
静
子

氏
に
短
歌
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
先
生
の
辿
ら
れ
る
道
は
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
。
大
学
院
在
籍
中
の
一
九
六
五
年
に
第
四
次
立
命
短
歌
会

を
起
こ
し
、「
立
命
短
歌
」
を
創
刊
さ
れ
、
自
ら
「
生
涯
の
畏
友
」
と
称
し

て
憚
ら
な
い
塚
本
邦
雄
と
の
交
流
も
そ
の
頃
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

○

先
生
の
お
人
柄
を
知
る
人
は
こ
ぞ
っ
て
、
先
生
の
豪
放
磊
落
な
お
姿
と
お

声
を
思
い
浮
か
べ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
立
命
館
大
学
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
後

輩
を
も
大
い
に
気
遣
っ
て
く
だ
さ
り
、
一
方
で
、
短
歌
創
作
を
進
め
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
小
生
が
こ
の
よ
う
な
文
を
書
く
仕
儀
に
至
っ
た
の
か
。
そ
れ
は

一
に
し
て
、
ポ
ト
ナ
ム
短
歌
会
に
籍
を
置
き
、
京
都
歌
会
や
須
磨
歌
会
で
多

━─
追
悼
・
安
森
敏
隆
先
生
─━
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く
の
短
歌
を
愛
好
す
る
人
た
ち
と
の
交
流
の
縁
を
作
っ
て
い
た
だ
い
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。
あ
る
夏
の
日
、
学
校
で
先
生
に
お
会
い
し
た
時
、「
中
西

君
、
歌
よ
め
や
ー
」
と
独
特
の
広
島
弁
で
声
を
掛
け
ら
れ
た
の
が
最
初
で
あ

っ
た
。
ほ
ど
な
く
小
生
は
病
臥
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
病
床
で
詠
ん
だ
短

歌
試
作
を
お
目
に
掛
け
る
と
、
先
生
は
ず
い
ぶ
ん
喜
ば
れ
、
ぜ
ひ
京
都
歌
会

に
出
席
す
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
。
先
生
は
実
に
ほ
め
上
手
で
、
歌
会
の
出
詠

者
の
作
に
も
、「
い
い
歌
が
出
た
ね
ー
」
と
繰
り
返
し
仰
っ
て
、
そ
の
歌
の

核
心
を
撞
い
た
批
評
を
も
の
の
見
事
に
言

な
さ
っ
た
。

先
生
は
な
が
ら
く
本
学
の
教
壇
に
も
立
た
れ
、
後
輩
の
指
導
に
あ
た
ら
れ

た
。
斎
藤
茂
吉
、
塚
本
邦
雄
の
研
究
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
ポ
ト
ナ
ム
短
歌

会
で
大
い
に
経
営
手
腕
を
発
揮
さ
れ
、
ま
た
、
ケ
ー
タ
イ
短
歌
、
介
護
短
歌

と
い
う
分
野
も
切
り
開
か
れ
た
注
目
を
集
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
特
に
介

護
短
歌
の
領
域
で
は
、
先
生
の
著
書
『
大
学
教
授
の
介
護
日
記

介
護
・
男

の
う
た
３
６
５
日
』
を
は
じ
め
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
介
護
百
人
一
首
に
至
る
ま
で
、

近
来
の
社
会
状
況
と
も
か
か
わ
っ
て
大
い
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
寝
た
き
り
の
母
（
義
母
）
を
毎
日
身
近
で
み
て
い
た
ら
、
と
め
ど
も
な
く

五
七
五
七
七
の
う
た
が
奔
騰
し
て
、
何
を
見
て
も
、
母
の
命
に
収
斂
し
て

『
う
た
』
が
わ
き
上
が
る
よ
う
に
出
て
き
た
の
で
あ
る
」（『
介
護
・
男
の
う

た
３
６
５
日
』
あ
と
が
き
）
と
、
歌
の
湧
き
上
が
る
現
場
を
生
々
し
く
伝
え

る
文
言
は
迫
力
に
満
ち
て
い
た
。
介
護
は
命
の
最
前
線
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ

を
最
も
鮮
明
に
歌
と
し
て
結
び
つ
け
生
き
る
力
に
す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
実

践
さ
れ
た
の
で
も
あ
っ
た
。

○

先
生
に
は
三
つ
の
歌
集
が
あ
る
。『
沈
黙
の
塩
』（
一
九
七
九
年
二
月
）、

『
わ
が
大
和
、
わ
が
シ
オ
ン
』（
一
九
九
六
年
十
一
月
）、『
百
卒
長
』（
二
〇

〇
八
年
十
月
）
で
あ
る
が
、
い
ま
、
第
三
歌
集
を
中
心
に
記
し
て
お
く
。

【
お
お
き
手
を
差
し
出
す
ご
と
く
な
び
か
せ
て
俊
成
の
枇
杷
出
迎
え
く
る
る
】

（
一
〇
頁
）

お
住
ま
い
の
近
く
に
藤
原
俊
成
の
墓
所
が
あ
り
、
こ
の
地
を
こ
よ
な
く
愛
さ

れ
て
い
た
。「
わ
が
深
草
、
わ
が
稲
荷
」
と
い
う
標
題
に
「
我
が
家
の
前
の

道
を
隔
て
た
斜
め
向
か
い
に
は
藤
原
俊
成
の
奥
津
城
が
あ
る
」
と
明
記
も
さ

れ
て
い
る
（
一
三
頁
）。
先
生
は
、
来
る
人
拒
ま
ず
の
お
考
え
を
貫
か
れ
て

い
た
。
そ
の
先
生
に
し
て
俊
成
は
、
俊
成
の
奥
津
城
は
心
の
拠
り
所
で
あ
っ

た
よ
う
で
、
こ
の
地
を
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
多
い
。

み

か

ん

あ

あ

【
茂
吉
の
未
刊
歌
集
『
く
ろ
が
ね
』
い
で
き
た
り
嗚
呼
靖
國
近
き
神
田
古
本

屋
街
】

（
四
一
頁
）

先
生
の
ご
研
究
の
根
幹
は
斎
藤
茂
吉
の
歌
で
あ
っ
た
。
そ
の
茂
吉
が
戦
前
に

詠
ん
だ
歌
に
、
自
身
で
朱
を
入
れ
、
新
し
い
歌
集
を
編
ん
で
い
る
こ
と
は
知

る
人
ぞ
知
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
先
生
の
書
架
に
収
ま
っ
た
の
で

あ
る
。
も
ち
ろ
ん
大
枚
を
代
価
と
し
て
の
こ
と
。
そ
の
時
の
感
動
と
南
太
平

洋
で
戦
死
な
さ
っ
た
父
君
を
お
祀
り
す
る
靖
國
神
社
へ
の
複
雑
な
思
い
と
を

こ
め
て
こ
の
歌
は
あ
る
。
い
ま
茂
吉
自
筆
本
は
先
生
の
強
い
ご
遺
志
に
よ
っ

て
本
学
の
白
楊
荘
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

四
〇



【
蝉
の
鳴
く
九
月
半
ば
の
立
石
寺

芭
蕉
と
茂
吉

茂
吉
と
豊
隆
】（

五
九
頁
）

日
本
文
学
の
大
き
な
う
ね
り
を
描
い
て
気
宇
壮
大
な
気
持
ち
に
も
さ
せ
ら
れ

る
歌
で
あ
る
。
時
と
場
所
を
目
交
に
上
せ
れ
ば
一
層
の
広
が
り
を
持
つ
は
ず

だ
。

【
ふ
か
ぶ
か
と
紅
葉
の
山
を
染
め
ゆ
き
て
城
南
宮
は
天
さ
さ
え
立
つ
】

（
六
九
頁
）

伏
見
の
城
南
宮
で
春
秋
に
行
わ
れ
る
曲
水
の
宴
に
参
宴
さ
れ
た
時
の
歌
で
、

先
生
は
長
ら
く
こ
の
宴
に
歌
人
と
し
て
出
ら
れ
た
。
ユ
ー
チ
ュ
ウ
ブ
な
ど
で

先
生
の
姿
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
平
安
時
代
文
学
を
専
攻
す
る
小
生
に
こ

の
役
目
を
譲
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の
も
先
生
で
あ
っ
た
。
平
安
貴
族
の
雰
囲
気

を
味
わ
う
の
も
何
か
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
ね
と
も
仰
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い

出
す
。

【
ア
フ
ガ
ン
も
イ
ラ
ク
も
つ
い
に
忘
れ
ら
れ
飽
食
日
本
に
汚
職
み
ち
み
つ
】

（
八
九
頁
）

一
方
で
時
代
の
流
れ
に
も
敏
感
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
そ
の
時
の
歌
。
ア
フ
ガ

ン
戦
争
や
イ
ラ
ク
戦
争
な
ど
き
な
臭
い
雰
囲
気
が
全
世
界
に
広
が
り
、
日
本

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
汚
職
事
件
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
を
慨
嘆
さ
れ
た
歌
の
一

つ
。

○

安
森
先
生
の
側
に
い
る
と
言
い
知
れ
ぬ
安
心
感
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
学
問

的
に
も
通
じ
る
安
心
感
で
あ
り
、
日
本
の
近
代
文
学
研
究
者
に
も
通
じ
る
も

の
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
先
生
に
は
『
斎
藤
茂
吉
幻
想
論
』（
お

う
ふ
う
社
刊
）、『
斎
藤
茂
吉
短
歌
研
究
』（
世
界
思
想
社
刊
）
な
ど
が
示
す

通
り
、
茂
吉
研
究
は
生
涯
の
研
究
課
題
で
あ
っ
た
。
二
〇
一
一
年
に
本
学
に

佐
藤
佐
太
郎
の
短
歌
論
で
学
位
請
求
さ
れ
た
秋
葉
四
郎
氏
が
あ
る
。
本
学
の

瀧
本
和
成
教
授
が
主
査
と
な
ら
れ
、
安
森
先
生
と
小
生
が
副
査
と
な
っ
て
審

査
を
行
っ
た
。
佐
藤
佐
太
郎
は
茂
吉
の
一
の
弟
子
で
あ
り
、
当
の
秋
葉
四
郎

氏
も
茂
吉
研
究
で
は
高
名
な
方
で
あ
る
。
現
在
、
山
形
県
に
あ
る
斎
藤
茂
吉

記
念
館
の
館
長
を
勤
め
ら
れ
て
い
る
。
東
西
の
茂
吉
研
究
者
が
対
面
す
る
場

に
小
生
ご
と
き
が
陪
席
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
安
森
先
生
の
ご
配
慮
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
審
査
評
は
瀧
本
教
授
と
安
森
先
生
が
お
書
き
に

な
っ
た
が
、
骨
格
は
安
森
先
生
の
筆
に
な
る
。
翌
年
（
二
〇
一
二
年
）
三

月
、
秋
葉
氏
は
本
学
の
学
位
（
乙
号
第
五
〇
九
号
）
を
授
与
さ
れ
、
後
に
氏

は
、
第
十
一
歌
集
『
み
な
陸
を
向
く
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
お
ら
れ

る
。賀

茂
川
の
う
へ
の
床
に
て
酒
を
飲
む
未
来
よ
り
と
ど
く
ひ
か
り
感
じ
て

（
六
月
八
日
、
安
森
敏
隆
・
中
西
健
治
両
先
生
に
ま
み
ゆ
）

○

毎
月
催
さ
れ
る
ポ
ト
ナ
ム
歌
会
の
あ
と
、
先
生
は
き
ま
っ
て
國
末
泰
平
氏

な
ど
を
誘
い
、
と
き
に
は
小
生
に
も
お
声
を
掛
け
て
下
さ
り
、
ご
馳
走
に
な

っ
た
。
あ
る
秋
の
は
じ
め
、
左
京
区
の
熊
野
神
社
近
く
の
小
さ
な
店
で
大
い

に
語
り
合
っ
た
。
そ
の
す
ぐ
後
に
國
末
氏
が
亡
く
な
り
（
平
成
二
十
八
年
十

月
二
十
一
日
）、
先
生
は
次
の
歌
を
詠
ま
れ
た
。

追
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い
つ
か

①
「
豪
快
」
を
呑
み
し
は
五
日
前
の
こ
と
國
末
泰
平
十
時
十
七
分
に
逝
く

も

く

た
ろ
う

ひ
と

②
和
田
周
三

國
崎
望
久
太
郎
の
弟
子
に
し
て
共
に
学
び
し
「
人
」
で
あ
る

こ
と

③
「
ポ
ト
ナ
ム
」
の
帰
り
の
酒
も
好
き
な
り
し
黙
々
と
呑
む
天
下
泰
平

（「
ポ
ト
ナ
ム
」
九
十
三
巻
十
二
月
号
）

そ
の
一
年
後
に
何
と
先
生
ま
で
も
が
か
の
国
で
國
末
氏
と
酒
宴
を
さ
れ
よ
う

と
は
。
あ
の
と
き
、
広
島
カ
ー
プ
が
絶
好
調
で
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
に
時
々
目

を
や
り
な
が
ら
、「
オ
ー
ツ
、
ヤ
ッ
タ
ネ
ー
」
と
か
言
っ
て
は
し
ゃ
い
で
お

ら
れ
た
お
姿
は
ま
る
で
子
供
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
大
い
に
飲
み
、
大
い
に

語
り
、
大
い
に
学
ぶ
。
全
身
、
全
力
で
何
事
に
も
立
ち
向
か
わ
れ
る
姿
勢
は

後
進
に
も
身
を
以
て
示
さ
れ
た
研
究
者
の
と
る
べ
き
態
度
そ
の
も
の
で
も
あ

っ
た
。

④
球
場
は
真
っ
赤
に
炎
え
て
十
連
勝

カ
ー
プ
勝
つ
日
の
広
島
か
え
り

（「
ポ
ト
ナ
ム
」
九
十
四
巻
六
月
号
）

こ
の
歌
を
含
む
六
首
が
「
ポ
ト
ナ
ム
」
誌
に
掲
載
さ
れ
た
安
森
先
生
の
最
後

の
歌
で
あ
っ
た
。
我
々
は
何
も
気
づ
か
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
六
首
の
中
に

実
は
、
今
か
ら
考
え
る
と
不
思
議
な
、
そ
し
て
逞
し
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
を
。

⑤
あ
べ
ち
ゃ
ん
も
か
ご
い
け
は
ん
も
嘘
を
吐
き
エ
ー
プ
リ
ル
フ
ー
ル
は
ど
こ

へ
ゆ
く
や
ら

お
ん
じ
き

⑥
宙
宇
か
ら
見
れ
ば
小
さ
き
こ
と
な
ら
ん
生
き
死
に
の
こ
と
飲
食
の
こ
と

⑤
か
ら
は
、
現
実
社
会
を
透
徹
し
た
目
で
捉
え
そ
れ
を
短
歌
と
い
う
形
式
で

歌
い
上
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
言
う
こ
と
、
現
実
社
会
と
遊
離
し
た
と

こ
ろ
で
短
歌
が
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
常
に
現
実
を
抉
り
取
る
姿
勢
を

保
ち
続
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
⑥
に
は
先
生
の
、
お
そ
ら
く
は
常

に
抱
い
て
お
ら
れ
た
人
生
観
が
濃
密
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
。
そ
こ
に
斎
藤
茂
吉
を
一
途
に
研
究
し
、
短
歌
を
詠
じ
続
け
て
来
ら
れ
た

信
念
が
塗
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。（
追
記
・
⑥
に
つ
い
て
は
、
先

生
の
ご
逝
去
の
報
道
後
に
発
刊
さ
れ
た
「
現
代
短
歌
新
聞
」（
二
月
五
日
）

に
、「
ポ
ト
ナ
ム
」
発
行
人
で
あ
る
髙
島
靜
子
氏
が
「
安
森
敏
隆
氏
を
悼
む

学
者
、
歌
人
、
信
仰
者
と
し
て
」
と
題
す
る
長
文
の
追
悼
記
事
を
執
筆
さ

れ
、
そ
の
末
尾
が
こ
の
一
首
で
結
ば
れ
て
い
る
。
嗚
呼
。）
こ
れ
ら
の
歌
が

掲
載
さ
れ
た
誌
の
次
の
号
に
は
安
森
夫
人
で
あ
る
淑
子
さ
ん
（
本
学
日
文
卒

業
生
）
の
歌
が
出
た
の
で
あ
る
。

⑦
老
い
ゆ
く
日
の
哀
し
さ
嬉
し
さ
こ
も
ご
も
に
痛
め
る
わ
れ
に
夫
は
料
理
す

⑧
ま
さ
に
今
老
老
介
護
の
始
ま
り
な
り

ま
あ
ゆ
っ
く
り
と
命
見
つ
め
ん

⑨
苦
を
苦
と
し
楽
を
楽
と
し
生
き
ゆ
か
ん
君
の
病
に
付
き
添
い
な
が
ら

も

⑩
欠
詠
を
せ
ず
に
作
り
て
ゆ
か
ん
と
思
う
君
に
教
わ
り
し
歌
に
し
あ
れ
ば

今
に
し
て
思
え
ば
、
⑨
の
「
君
の
病
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
先
生
の
病
気
が
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尋
常
で
な
い
も
の
と
し
て
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
⑦
は
そ
れ
で
も
な
お

夫
人
を
庇
い
な
が
ら
厨
房
に
た
た
れ
た
先
生
の
姿
が
あ
り
、
⑧
⑩
か
ら
は
共

に
歌
を
仲
立
ち
と
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
夫
婦
像
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。「
介
護
」
と
い
う
場
を
ま
さ
に
体
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

○

「
ポ
ト
ナ
ム
」
九
十
五
巻
十
月
号
に
は
追
悼
号
が
編
ま
れ
、
先
生
を
偲
ぶ

会
も
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
立
命
館
大
学
の
小
泉
苳
三
教
授
と
百

瀬
千
尋
に
よ
っ
て
興
さ
れ
た
短
歌
結
社
の
「
ポ
ト
ナ
ム
」
が
、
記
念
す
べ
き

百
周
年
を
前
に
大
き
な
柱
を
失
っ
た
の
は
返
す
返
す
も
痛
恨
の
極
み
と
言
う

ほ
か
な
い
。
安
森
敏
隆
先
生
の
ご
冥
福
を
心
か
ら
祈
念
す
る
。

（
な
か
に
し
・
け
ん
じ

本
学
元
教
授
・
ポ
ト
ナ
ム
代
表
）

追
悼
・
安
森
敏
隆
先
生
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