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□

断

想

□

〈
失
わ
れ
た
時
〉
を
見
出
す
と
き
（
一
六
五
）

木

下

長

宏

十
何
年
か
前
の
『
八
雁
』
の
集
ま
り
で
《「
仮
名
」
書
の
磁
場

―
和
歌

う

た

の
底
流
を
求
め
て
》
と
い
う
題
で
話
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
草
仮
名

と
呼
ぶ
文
字
の
書
し
か
た
（
筆
の
遣
い
か
た
）
が
、
書
体
の
問
題
に
納

ま
ら
ず
、
日
本
列
島
で
営
ま
れ
る
芸
術
行
為
す
べ
て
に
、
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
そ
こ
に
生
き
て
い
る
人
間
み
ん
な
の
思
考
と
振
舞
に
、
一
つ
の
磁

場
を
作
っ
て
形
の
現
れ
を
促
し
て
い
る
、「
草
」
と
い
う
の
は
、
中
国

大
陸
か
ら
伝
え
ら
れ
た
書
の
世
界
で
言
う
「
真
（
楷
）
行
草
」
の
「
草
」

な
の
だ
が
、
こ
の
「
三
体
」
は
、
昔
か
ら
絵
画
の
世
界
で
も
借
用
さ
れ

て
い
て
、
狩
野
元
信
は
、
画
に
三
体
あ
り
と
教
え
て
い
る
し
、
葛
飾
北

斎
に
は
『
三
体
画
譜
』
と
い
う
木
版
画
集
も
あ
る
。

こ
の
「
三
体
」
意
識
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
も
生
き

て
い
て
、
少
し
改
ま
っ
た
場
へ
出
か
け
る
と
き
は
「
真
」
の
格
好
を
し

て
行
こ
う
と
着
る
物
な
ぞ
を
選
ぶ
し
、
普
段
は
気
楽
な
「
行
」
の
ス
タ

イ
ル
で
過
ご
し
、
と
き
ど
き
解
放
さ
れ
た
場
で
「
草
」
を
楽
し
も
う
と

す
る
。
そ
ん
な
「
草
」
の
変
幻
す
る
現
れ
か
た
を
「
磁
場
」
と
呼
ん
で
、

そ
こ
に
な
に
か
隠
れ
た
法
則
（
磁
場
な
の
だ
か
ら
）
が
働
い
て
い
な
い

か
、
考
え
よ
う
と
、
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
作
例
を
い
く
つ
か
採

り
上
げ
て
み
た
の
だ
っ
た
。

そ
れ
か
ら
十
年
、
折
に
触
れ
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
は
い
る
が
、
い

ま
だ
に
「
法
則
」
な
ぞ
を
提
示
出
来
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

こ
の
「
草
」
と
は
、
声
だ
け
で
伝
え
合
っ
て
い
た
古
倭
言
葉
を
文
字

化
し
よ
う
と
考
え
出
さ
れ
た
、
万
葉
仮
名
の
「
草
」
体
で
あ
る
。「
真

行
」
は
中
国
と
同
じ
型
だ
が
、「
草
」
は
日
本
で
独
自
に
考
え
出
さ
れ

た
（
平
仮
名
と
呼
応
す
る
）
書
体
で
あ
る
。

『
古
事
記
』
の
成
立
は
和
銅
五
（
七
一
五
）
年
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、『
万

葉
集
』
の
最
も
古
い
歌
は
（
諸
説
あ
る
が
）
舒
明
期
（
七
世
紀
前
半
）

の
頃
の
も
の
で
、
そ
れ
以
前
の
仁
徳
天
皇
や
雄
略
天
皇
の
歌
は
、
の
ち

に
伝
承
歌
を
編
集
再
録
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
頃
す
で
に
『
古
事

記
』
の
序
か
ら
も
読
め
る
よ
う
に
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
て
い
た
「
帝
紀
」

な
ど
文
字
化
さ
れ
た
天
皇
記
が
あ
り
、『
万
葉
集
』
で
も
、「
柿
本
人
麻
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呂
歌
集
」
か
ら
採
っ
た
と
い
う
記
述
な
ど
も
あ
る
。

『
古
事
記
』『
万
葉
集
』
以
前
に
、
こ
の
世
か
ら
消
え
て
い
っ
た
記
録

や
歌
集
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
稲
荷
山
古
墳
の
鉄
剣
銘
や
法
隆
寺
金

堂
薬
師
如
来
光
背
銘
文
の
よ
う
な
倭
風
漢
文
で
、
書
体
は
「
楷
」「
行
」

体
の
大
陸
風
書
体
で
書
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
倭

言
葉
自
体
は
、
文
字
化
さ
れ
な
か
っ
た
。
文
字
よ
り
「
声
」
の
持
つ
力

が
大
切
に
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
（『
古
語
拾
遺
』）
。

八
世
紀
か
ら
九
世
紀
に
か
け
て
、
倭
言
葉
を
文
字
化
し
書
記
す
る
作

業
が
、
急
速
に
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
ま
で
土
の

塊
で
あ
る
土
偶
や
土
器
に
線
紋
や
模
様
を
、
彫
り
込
ん
だ
り
盛
り
付
け

た
り
、
衣
類
を
編
み
形
を
整
え
、
布
や
身
体
を
染
め
（
刺
青
）
た
り
し

て
、
図
柄
や
模
様
を
作
っ
て
き
た
作
業
と
決
定
的
に
ち
が
う
「
な
に
か
」

を
発
見
し
、
自
分
の
も
の
に
す
る
喜
び
を
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。

土
器
に
模
様
を
付
け
た
り
す
る
こ
と
も
、「
永
遠
」
を
そ
こ
に
閉
じ

籠
め
る
願
い
に
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
声
を
文
字
に
し
た
と
き
に
受
け

取
る
「
永
遠
」
の
手
応
え
は
、
現
代
の
言
葉
に
言
い
直
せ
ば
、
出
来
事

や
思
い
を
抽
象
的
な
概
念
と
し
て
対
象
化
出
来
る
喜
び
に
裏
付
け
ら
れ

て
い
た
。
情
感
や
思
考
を
他
者
と
し
て
扱
う
手
応
え
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
声
を
出
し
て
な
に
か
を
語
り
謡
う
と
き
に
も
、
こ
の
手
応
え
と
喜

び
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
発
す
る
と
す
ぐ
に
消
え
て
行
く
も
の

だ
っ
た
。
消
え
て
行
く
こ
と
に
「
永
遠
」
を
見
て
い
た
。
文
字
は
消
え

な
か
っ
た
。

こ
の
列
島
で
の
造
形
行
為
の
最
初
期
、
縄
文
草
創
期
の
三
重
県
粥
見

井
尻
土
偶
を
思
い
出
し
て
み
る
と
、
土
塊
を
ぎ
ゅ
っ
と
握
っ
て
ぱ
っ

つ
ち
く
れ

と
開
い
た
そ
の
掌
の
中
に
、
人
形
を
見
つ
け
た
（
土
偶
の
誕
生
）、
そ

ひ
と
が
た

の
昂
揚
。
こ
の
人
の
身
体
の
幻
型
に
土
を
摘
ん
で
首
と
乳
房
を
付
け
、

そ
れ
は
、
自
分
た
ち
の
姿
形
の
「
見
立
て
」
と
な
っ
て
、
そ
の
「
見
立

て
」
を
通
し
て
「
永
遠
」
な
る
も
の
を
感
じ
取
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
声

を
文
字
に
し
た
と
き
の
「
永
遠
」
の
感
触
は
、
人
び
と
の
美
と
知
の
活

動
を
も
う
少
し
高
い
レ
ベ
ル
へ
導
く
喜
び
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

『
万
葉
集
』
の
な
か
の
万
葉
仮
名
表
記
に
、
こ
ん
な
例
が
あ
る
。「
若わ

か

草
乃
新
手
枕
乎
巻
始
而
夜
哉
将
間
二
八
十
一
不
在
国
」（
巻
十
一
２
５

く
さ

の

に
い
た
ま
く
ら

を

ま
き
そ
め
て
よ
る
を
や
へ
だ
て
む

に

く

く

あ
ら
な
く
に

４
２
）
。
「
八
十
一
」
と
書
い
て
「
く
く
」
と
読
ま
せ
て
い
る
。
「
八
十

一
」
の
例
は
い
く
つ
も
あ
る
（
巻
八
１
４
９
５
、
巻
十
三
３
２
４
２
、
３
３

３
０
）。
算
術
九
九
の
唱
文
を
訓
に
す
る
例
は
、「
し
し
」
を
「
十
六
」

と
表
記
す
る
例
（
巻
六
９
２
６
）
、「
し
」
を
「
二
二
」（
巻
六
９
０
７
）
と
、

な
ど
も
あ
り
、
こ
の
表
記
法
は
か
な
り
普
及
し
て
い
た
よ
う
だ
。

｢

出
」
と
い
う
字
を
「
山
上
復
有
山
」
（
巻
九
１
７
８
７
）
と
書
す
な

（
や
ま
の
う
え
ま
た
や
ま
あ
り
）

ぞ
も
あ
り
、
万
葉
人
の
仮
名
表
記
に
対
す
る
遊
び
振
り
が
読
み
取
れ
る
。

消
え
な
い
「
永
遠
」
を
手
に
入
れ
て
出
来
る
遊
び
だ
。

こ
の
一
首
に
は
「
天
平
元
（
七
二
九
）
年
」。
の
年
記
が
あ
る
。

こ
の
遊
び
は
、
ま
た
過
激
な
遊
び
で
は
あ
る
。
草
仮
名
の
発
明
と
こ

の
過
激
な
遊
び
は
、
遠
く
の
方
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
既
成
の
枠
を
ち

ょ
っ
と
壊
し
て
、
思
い
が
け
な
い
発
見
を
悦
び
合
う
発
想
が
共
通
し
て

い
る
。
俳
諧
も
、
そ
の
源
流
は
こ
ん
な
遊
び
に
遡
れ
そ
う
だ
。

万
葉
仮
名
か
ら
平
仮
名
の
発
明
（
そ
の
間
、
片
仮
名
も
創
案
さ
れ
）、
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そ
し
て
草
仮
名
の
創
出
へ
。
こ
の
間
の
動
き
は
、
そ
の
後
の
日
本
列
島

に
お
け
る
美
と
知
の
営
み
に
決
定
的
な
働
き
を
遺
し
た
よ
う
だ
。

そ
の
最
も
大
き
な
成
果
は
、
漢
字
に
拠
る
思
考
の
表
出
と
仮
名
書
に

拠
る
表
出
と
い
う
二
つ
の
表
出
の
軸
を
持
ち
、
二
つ
の
軸
を
決
し
て
一

方
を
排
斥
す
る
の
で
は
な
く
、
自
在
に
使
い
分
け
て
、
美
と
知
の
畑
を

耕
か
す
術
を
身
に
着
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
軸
は
、
ま
た

そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
の
な
か
で
新
し
い
軸
を
産
み
、
文
化
の
精
華
を
多
彩

に
か
つ
豊
潤
に
し
て
行
く
。

草
仮
名
で
書
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
平
安
時
代
の
諸
文
学
作
品
の

当
初
の
原
本
は
遺
っ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
は
、
い

ま
わ
れ
わ
れ
は
、
藤
原
定
家
一
統
が
写
し
た
青
表
紙
本
を
底
本
に
し
て
、

そ
れ
を
原
本
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
が
、
定
家
の
時
代
は
も
う
漢
字
仮

名
交
り
書
体
が
勢
い
を
持
っ
て
い
た
か
ら
、
紫
式
部
自
身
が
書
い
た
文

章
と
姿
形
は
か
な
り
変
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
式
部
は
、

ほ
と
ん
ど
漢
字
を
使
わ
な
い｢

秋
萩
帖
」
や
「
高
野
切
」
の
よ
う
な
書

体
で
書
き
遺
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
句
読
点
、
濁
点
も
な
か

っ
た
。

徳
川
美
術
館
や
五
島
美
術
館
が
所
蔵
す
る
絵
巻
は
式
部
の
頃
よ
り
百

五
十
年
く
ら
い
後
の
平
安
末
期
の
作
と
言
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
詞
書
の

書
体
は
「
草
」
の
能
筆
だ
が
、
か
な
り
漢
字
が
交
じ
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
明
朝
体
活
字
に
し
て
再
現
す
る
し
か
な
い
が
、

い
つ
れ
の
お
ほ
ん
と
き
に
か

に
ょ
う
こ
か
う
い

あ
ま
た
さ
ふ
ら
ひ

け
る
な
か
に

い
と
や
む
こ
と
な
き
に
は
あ
ら
ぬ
か

す
く
れ
て
と
き

め
き
た
ま
ふ
あ
り
け
り
…
…
と
書
き
写
し
て
い
る
と
、
通
行
出
版
物
の

漢
字
仮
名
交
り
「
源
氏
」
と
ど
こ
や
ら
ち
が
う
雰
囲
気
が
匂
っ
て
く
る
。

文
章
の
奥
か
ら
湧
い
て
く
る
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
だ
。

そ
の
と
き
『
伊
勢
物
語
』
の
こ
と
が
閃
い
た
。『
伊
勢
物
語
』
は
『
源

氏
物
語
』
よ
り
百
年
く
ら
い
早
く
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ろ
い
ろ
増

補
編
集
の
過
程
を
経
て
、
や
は
り
定
家
の
校
訂
し
た
も
の
が
流
布
本
と

な
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
で
い
る
の
は
、
源
氏
も
伊
勢
も
文
章

の
姿
は
鎌
倉
初
期
の
産
物
な
の
だ
。

紫
式
部
が
源
氏
を
書
く
に
当
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
を
読
み
込
ん
だ
こ

と
は
多
く
の
解
説
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
は
、
和
歌
の

詞
書
の
部
分
を
物
語
に
仕
立
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
和
歌
の
誕
生
事
情
を
語

り
つ
つ
、
一
人
の
男
が
元
服
し
た
と
き
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
に
や
り
と

り
し
た
歌
を
、
全
百
二
十
五
段
（
百
二
十
五
話
と
は
言
え
な
い
、
九
段

な
ど
三
話
が
一
段
に
収
め
ら
れ
て
い
た
り
す
る
）、
ほ
ぼ
時
系
列
に
並

べ
て
行
く
。
こ
ち
ら
も
、
い
ち
ば
ん
始
め
に
は
草
仮
名
で
書
か
れ
て
い

た
様
子
を
想
像
し
な
が
ら
、
活
字
に
し
て
み
よ
う
。

む
か
し
を
と
こ

う
ひ
か
う
ふ
り
し
て
な
ら
の
み
や
こ
か
す
か
の
さ
と

に
し
る
よ
し
し
て

か
り
に
い
に
け
り

い
と
な
ま
め
い
た
る
を
ん
な

は
ら
か
ら
す
み
け
り

こ
の
を
と
こ
か
い
ま
み
て
け
り

お
も
ほ
え
す

ふ
る
さ
と
に
い
と
は
し
た
な
く
あ
り
け
れ
は

こ
ゝ
ち
ま
と
ひ
に
け

り

を
と
こ
の
き
た
る
か
り
き
ぬ
の
す
そ
を
き
り
て

う
た
を
か
き
て

や
る

そ
の
を
と
こ

し
の
ふ
す
り
の
か
り
き
ぬ
を
な
む
き
た
り
け
り

か
す
か
の
の
わ
か
む
ら
さ
き
の
す
り
こ
ろ
も
し
の
ふ
の
み
た
れ
か
き
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り
し
ら
れ
す

と
な
む
お
い
つ
き
て

い
ひ
や
り
け
る

つ
い
て
お
も
し
ろ
き
こ
と
と

も
や
お
も
ひ
け
む

み
ち
の
く
の
し
の
ふ
も
ち
す
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
み
た
れ
そ
め
に
し
わ
れ

な
ら
な
く
に

と
い
ふ
う
た
の
こ
ゝ
ろ
は
へ
な
り

む
か
し
ひ
と
は

か
く
い
ち
は
や

き
み
や
ひ
を
な
む
し
け
る

初
段
全
文
で
あ
る
。
書
き
写
し
出
す
と
途
中
で
止
め
ら
れ
な
い
。

伊
勢
、
源
氏
の
二
つ
の
物
語
は
、
そ
の
後
江
戸
時
代
へ
と
、
い
よ
い

よ
、
人
び
と
の
表
現
作
法
の
隠
然
た
る
規
範
と
な
っ
て
行
く
。

こ
の
二
つ
は
、
そ
の
文
体
、
記
述
の
方
法
が
ま
っ
た
く
対
極
的
で
あ

る
。
ど
ち
ら
も
、
一
人
の
貴
公
子
の
女
性
遍
歴
を
語
り
な
が
ら
、『
源

氏
物
語
』
は
、
そ
の
登
場
人
物
の
心
理
に
深
く
分
け
入
り
、
情
景
を
し

っ
と
り
と
描
写
し
（
さ
っ
き
引
用
し
た
冒
頭
部
分
に
情
景
描
写
は
な
い

が
、
た
と
え
ば
「
須
磨
」
の
巻
、
夜
更
け
て
秋
風
と
波
音
に
寝
つ
か
れ

な
い
光
源
氏
の
描
写
な
ぞ
ど
う
だ
ろ
う
か
）
読
者
を
登
場
人
物
に
感
情

移
入
さ
せ
て
行
く
文
体
を
心
憎
い
ほ
ど
練
り
上
げ
完
成
さ
せ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
『
伊
勢
物
語
』
は
、
総
量
も
短
く
、
人
物
描
写
な
ど

ほ
と
ん
ど
な
い
。「
む
か
し
を
と
こ
」
と
書
き
出
し
、
そ
の
男
が
ど
ん

な
風
采
か
の
記
述
も
し
な
い
。
奈
良
春
日
野
と
地
名
は
添
え
た
が
「
古

里
」
が
ど
ん
な
鄙
び
た
と
こ
ろ
か
も
伝
え
な
い
。
文
字
に
よ
っ
て
物
語

が
書
き
継
が
れ
て
い
る
が
、
口
承
説
話
の
文
体
を
濃
く
匂
わ
せ
る
言
葉

振
り
で
あ
る
。
著
者
は
不
明
。
一
人
で
は
な
い
。

『
伊
勢
物
語
』
は
在
原
業
平
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
誰
も
が
疑
わ

な
い
。
し
か
し
、
全
百
二
十
五
段
訥
々
と
男
の
女
と
の
出
会
い
と
別
れ

を
語
る
文
章
の
、
ど
こ
に
も
そ
の
「
男
」
が
「
在
原
業
平
」
だ
と
誌
し

て
は
い
な
い
。
引
か
れ
た
和
歌
に
業
平
作
が
多
い
の
で
、
業
平
を
想
起

さ
せ
る
よ
う
に
語
っ
て
行
く
。
そ
の
語
り
振
り
は
、
控
え
め
で
、
素
朴

で
さ
え
あ
り
、
読
み
な
が
ら
そ
こ
か
ら
響
き
出
る
「
声
」
と
「
像
」
の

働
き
を
読
む
者
に
任
せ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
、
か
え
っ
て
逆
に
作
用

し
、
こ
の
「
を
と
こ
」
を
史
上
の
実
在
し
た
人
物
に
重
ね
合
わ
す
解
釈

を
蔓
延
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
は
、
反
対
に
著
者
紫
式
部
は
、
文
字
と
し
て
の
言
葉

の
限
界
を
よ
く
心
得
て
い
て
、
一
つ
ひ
と
つ
の
言
葉
の
働
き
を
最
大
限

に
発
揮
さ
せ
よ
う
と
文
章
を
綴
っ
て
行
く
。『
源
氏
物
語
』
の
文
体
は
、

当
時
の
女
性
に
無
用
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
漢
文
学
の
知
識
が
深
く
滲
み

込
ん
で
い
る
厚
み
の
あ
る
文
体
で
あ
る
。

紫
式
部
が
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
学
ん
だ
最
大
の
収
穫
は
、『
伊
勢
物

語
』
が
素
朴
な
語
り
文
体
で
遺
し
て
お
い
た
文
字
の
表
面
に
現
れ
出
な

い
余
韻
（
そ
れ
を
縄
文
以
来
列
島
に
培
わ
れ
て
き
た
〈
無
文
字
文
化
〉

の
遺
産
と
呼
び
た
い
）
を
可
能
な
か
ぎ
り
「
文
字
」
に
し
よ
う
と
し
た

と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
と
き
、
こ
の
二
つ
が
広
義
の
文

体
の
規
範
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
は
「
草
」
か
ら
生
ま
れ
た
。

こ
の
二
つ
の
物
語
が
、
そ
の
後
の
日
本
列
島
の
美
と
知
の
生
成
に
遺

し
た
も
の
は
測
り
知
れ
な
い
。
そ
れ
を
探
し
て
行
く
の
は
、
根
気
の
い

る
仕
事
だ
が
、
楽
し
い
作
業
だ
。
現
在
を
考
え
直
す
励
み
に
も
な
る
。

い

ま


