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【
研
究
論
文
】

「
告
白
」
が
示
す
希
望
の
き
ざ
し

－
－
芥
川
龍
之
介
『
河
童
』
に
お
け
る
可
能
性

坂
本
　
明
日
香

一

　

は

じ

め

に

芥
川
龍
之
介
と
い
え
ば
、
近
代
文
学
を
代
表
す
る
作
家
の
t
人

で
あ
る
。
中
で
も
　
「
河
童
」
　
（
1
）
は
、
芥
川
文
学
の
一
つ
の
到
達

点
と
し
て
受
け
取
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

論
と
し
て
は
、
．
「
河
童
」
　
を
芥
川
の
心
境
が
表
れ
て
い
る
小
説

と
し
て
捉
え
、
全
体
に
憂
鬱
や
絶
望
を
読
み
取
る
も
の
が
多
い
。

足
立
直
子
氏
の
よ
う
に
、
「
『
河
童
』
は
絶
望
の
書
か
？
」
　
と
い

う
問
い
を
掲
げ
肯
定
的
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
論
（
2
）
も
あ

る
が
、
そ
の
方
面
で
の
研
究
は
ま
だ
発
展
の
途
上
に
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
確
か
に
初
読
時
は
、
「
河
童
」
　
に
お
け
る
　
「
絶
望
」

の
印
象
が
強
く
残
る
感
は
否
め
な
い
。
特
に
有
名
な
　
（
四
）
　
の
出

産
の
場
面
に
は
、
「
生
ま
れ
て
来
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
」
　
と
い
う

思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
、
芥
川
自
身
が

吉
田
泰
司
に
宛
て
た
審
蘭
に
「
河
童
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
対
す
る
、

1
－
Ⅰ
就
中
僕
自
身
に
対
す
る
デ
グ
ク
か
ら
生
ま
れ
ま
し
た
。
」

（
3
）
　
と
綴
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
河
童
」
　
は
絶
望
の

音
に
見
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
本
当
に
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
の
か
。
希
望
を
見
出
す
読

み
方
は
他
に
も
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な

考
え
に
基
づ
い
て
　
「
河
童
」
　
を
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
を
目
的
と
し

た。二
　
「
河
童
」
　
に
お
け
る
問
題
の
所
在

「
河
童
」
　
は
、
「
或
精
神
病
院
の
患
者
」
　
で
あ
る
　
「
僕
」
　
が
、

河
童
の
国
へ
行
き
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
経
験
す
る
話
で
あ
る
。

芥
川
自
身
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
と
し
て
は
、

（
四
）
の
出
生
と
連
伝
の
問
題
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
や
、
（
五
）

や
（
十
）
　
の
家
族
制
度
の
問
題
、
（
六
）
　
の
恋
愛
の
問
題
を
取
り
上

げ
て
い
る
部
分
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

特
に
　
八
四
）
　
の
次
の
場
面
は
、
芥
川
の
人
生
に
お
い
て
も
大
き

な
意
味
を
持
つ
、
（
母
）
　
の
問
題
と
重
な
る
部
分
で
あ
る
。
以
下
は

本
文
の
引
用
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
お
産
を
す
る
と
な
る
と
、
父
親
は
電
話
で
も
か
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け
る
や
う
に
母
親
の
生
殖
器
に
口
を
つ
け
、
「
お
前
は
こ
の
世

界
へ
生
れ
て
来
る
か
ど
う
か
、
よ
く
考
へ
た
上
で
返
事
を
し

ろ
ご
と
大
き
な
声
で
尋
ね
る
の
で
す
。
バ
ッ
グ
も
や
は
り
膝

を
つ
き
な
が
ら
、
何
度
も
繰
り
返
し
て
か
う
言
ひ
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
テ
エ
プ
ル
の
上
に
あ
っ
た
消
毒
用
の
水
薬
で
敢
ひ

を
し
ま
し
た
。
す
る
と
細
君
の
腹
の
中
の
子
は
多
少
気
兼
で

も
し
て
ゐ
る
と
見
え
、
か
う
小
声
に
返
事
を
し
ま
し
た
。

「
僕
は
生
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
第
一
僕
の
お
父
さ
ん
の

遺
伝
は
精
神
病
だ
け
で
も
大
へ
ん
で
す
。
そ
の
上
僕
は
河
童

的
存
在
を
悪
い
と
信
じ
て
ゐ
ま
す
か
ら
ご

バ
ッ
グ
は
こ
の
返
事
を
聞
い
た
時
、
て
れ
た
や
う
に
頭
を

掻
い
て
ゐ
ま
し
た
。

芥
川
の
自
伝
的
事
実
か
ら
い
え
ば
、
「
精
神
病
」
　
の
あ
っ
た
の

は
「
お
母
さ
ん
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
こ
の
場
面
は
、
「
お
母
さ
ん
」

と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
作
品
上
　
「
お
父
さ
ん
」
　
に
し
て
お
き
、
そ

の
上
で
発
狂
の
逮
伝
へ
の
恐
怖
を
述
べ
て
い
る
と
推
桑
す
る
の
が

一
般
的
で
あ
る
。
確
か
に
「
僕
は
生
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と

い
う
台
詞
だ
け
見
れ
ば
、
「
自
分
は
生
ま
れ
て
来
た
く
な
か
っ
た
」

と
い
う
、
芥
川
自
身
の
不
満
や
文
句
に
も
似
た
恐
怖
を
反
映
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
し
て
芥
川
は
、
母
の
発
狂
の
遺
伝
を
恐
れ
る
一
方
で
、
自
分

の
子
供
に
も
そ
れ
が
遺
伝
し
て
ゆ
く
こ
と
を
恐
れ
た
。
芥
川
の
遺

稿
で
あ
る
　
「
或
阿
呆
の
一
生
」
　
の
、
（
二
十
四
　
出
産
）
　
に
、
次
の

よ
う
な
台
詞
が
あ
る
。

「
な
ん
の
た
め
に
こ
い
つ
も
生
れ
て
来
た
の
だ
ろ
う
？
こ
の

裟
婆
苦
の
充
ち
満
ち
た
世
界
へ
。
1
Ⅰ
－
な
ん
の
た
め
に
ま

た
こ
い
つ
も
己
の
よ
う
な
も
の
を
父
に
す
る
運
命
を
に
な
っ

た
の
だ
ろ
う
？
」

生
ま
れ
て
来
た
長
男
を
見
た
時
の
主
人
公
　
「
彼
」
　
の
台
詞
で
あ

る
。
「
己
の
よ
う
な
も
の
を
父
に
…
」
　
か
ら
は
、
「
己
の
よ
う
な
も

の
」
　
の
血
を
受
け
継
い
で
生
ま
れ
て
来
る
こ
と
へ
の
同
情
や
、
そ

う
さ
せ
て
し
ま
っ
た
罪
悪
感
が
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
芥
川
は
、
せ
め
て
も
の
自
己
療
養
の
た

め
に
こ
の
部
分
を
書
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
人
間
の
世
界
で
は
、

子
供
自
身
が
選
ん
で
生
ま
れ
て
来
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
河
童

の
世
界
で
は
、
子
供
自
身
が
生
ま
れ
て
来
る
か
ど
う
か
を
選
ぶ
こ

と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
芥
川
自
身
の
願
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
、

と
読
む
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
単
に
　
「
生
ま
れ
て
来
る
こ
と
を
選
べ
な
い
こ
と
の
悲

劇
」
　
を
示
し
た
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
河
童
が
自
分
で
選
ん
で
生

ま
れ
て
来
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
措
け
ば
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
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る
。
け
れ
ど
も
作
中
に
は
、
自
殺
し
て
し
ま
う
河
童
の
姿
も
措
か

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
面
に
は
そ
の
他
の
意
味
も
含
ま
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
「
母
」
　
と
い
う
問
題
が
取
り
扱
わ
れ
て
い

る
私
小
説
（
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
も
の
）
で
あ
る
、
「
少
年
」
　
（
4
）

「
大
草
寺
信
輔
の
半
生
」
　
（
5
）
　
「
点
鬼
簿
」
　
（
6
）
の
三
作
品
に
つ

い
て
、
発
表
順
に
考
察
し
て
い
く
。
そ
の
中
で
　
「
母
」
　
が
私
小
説

で
は
ど
の
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
し
、
そ
の
上
で
「
河

童
」
　
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
。

三
　
私
小
説
に
お
け
る
芥
川
の
告
白

三
・
一
　
少
年

芥
川
中
期
に
書
か
れ
た
　
「
保
書
物
」
　
の
主
人
公
保
吉
は
、
芥
川

自
身
と
重
な
る
部
分
の
多
い
人
物
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ

と
か
ら
、
「
保
書
物
」
は
芥
川
に
お
け
る
「
私
小
説
」
　
の
皮
切
り
と

な
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
え
る
。
け
れ
ど
も
　
「
保
青
物
」
　
に
は
、

表
面
的
な
自
己
ば
か
り
が
措
か
れ
て
お
り
、
自
己
の
内
面
に
迫
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
形
式
的
に
は
　
「
私
小
説
」
　
で
あ
っ
て

も
、
内
容
は
　
「
私
小
説
」
　
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
　
「
保
青
物
」
　
の
中
の
　
「
少
年
」
　
だ
け
は
、
（
現
在
の
）

保
吉
が
過
去
を
回
憩
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

表
面
的
な
自
己
だ
け
で
は
な
く
、
自
己
の
内
面
に
迫
ろ
う
と
し
て

い
る
姿
が
窺
え
る
。
そ
の
た
め
、
「
少
年
」
だ
け
は
、
名
実
と
も
に

「
私
小
説
」
　
に
近
づ
い
て
い
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

「
少
年
」
　
の
章
の
中
で
も
　
八
大
　
お
母
さ
ん
）
　
は
、
芥
川
が
今

ま
で
避
け
続
け
て
き
た
　
「
母
」
　
の
こ
と
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
部
分

で
あ
る
た
め
、
特
に
重
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
舞
台
は
保
育
が
八

歳
か
九
歳
の
秋
、
回
向
院
の
境
内
で
、
友
達
と
戦
争
ご
っ
こ
を
し

て
い
る
保
吉
は
、
転
ん
で
怪
我
を
し
、
痛
み
の
あ
ま
り
泣
い
て
し

ま
う
。
以
下
は
そ
の
時
と
、
そ
の
後
大
人
に
な
っ
て
か
ら
入
院
を

し
た
時
の
二
つ
の
場
面
で
あ
る
。

す
る
と
突
然
耳
も
と
に
嘲
笑
の
声
を
挙
げ
た
の
は
陸
軍

大
将
の
川
島
で
あ
る
。

「
や
あ
い
、
お
母
さ
ん
つ
て
泣
い
て
ゐ
や
が
る
ー
・
」

川
島
の
言
葉
は
忽
ち
の
う
ち
に
敵
味
方
の
言
葉
を
笑
ひ
声

に
変
じ
た
。
殊
に
大
声
に
笑
ひ
出
し
た
の
は
地
雷
火
に
な
り

換
っ
た
小
栗
で
あ
る
。

「
可
笑
し
い
な
。
お
母
さ
ん
て
泣
い
て
ゐ
や
が
る
ー
・
」

け
れ
ど
も
保
育
は
泣
い
た
に
も
せ
よ
、
「
お
母
さ
ん
」
な
ど

と
云
つ
た
覚
え
は
な
い
。

保
吉
は
爾
来
こ
の
　
「
お
母
さ
ん
」
　
を
全
然
川
島
の
発
明
し



－24－

た
嘘
と
ば
か
り
信
じ
て
ゐ
た
。
処
が
丁
度
三
年
以
前
、
上
海

へ
上
陸
す
る
と
同
時
に
、
東
京
か
ら
持
ち
越
し
た
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
の
為
に
或
病
院
へ
は
ひ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
熱
は
病

院
へ
は
ひ
つ
た
後
も
容
易
に
彼
を
離
れ
な
か
っ
た
。
彼
は
白

い
寝
台
の
上
に
膜
瀧
と
し
た
目
を
開
い
た
ま
ま
、
蒙
古
の
春

を
運
ん
で
来
る
黄
抄
の
凄
じ
さ
を
眺
め
た
り
し
て
ゐ
た
。
す

る
と
或
蒸
暑
い
午
後
、
小
説
を
読
ん
で
ゐ
た
看
護
婦
は
突
然

椅
子
を
離
れ
る
と
、
寝
台
の
側
へ
歩
み
寄
り
な
が
ら
、
不
思

議
さ
う
に
彼
の
顔
を
覗
き
こ
ん
だ
。

「
あ
ら
、
お
目
覚
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
か
？
」

「
ど
う
し
て
？
」

「
だ
っ
て
今
お
母
さ
ん
つ
て
仰
有
っ
た
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん

か
？
」

こ
の
二
つ
の
場
面
に
お
い
て
、
保
育
は
自
分
が
　
「
お
母
さ
ん
」

と
言
っ
た
こ
と
を
自
覚
し
て
い
な
い
。
他
の
人
か
ら
言
わ
れ
て
初

め
て
、
「
お
母
さ
ん
」
　
と
口
走
っ
た
こ
と
は
事
実
の
よ
う
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

こ
の
　
「
少
年
」
　
が
書
か
れ
た
当
時
、
芥
川
は
ま
だ
実
母
の
発
狂

を
公
表
し
て
お
ら
ず
、
随
筆
等
に
書
か
れ
る
も
の
も
含
め
て
、
「
母
」

と
い
え
ば
実
母
で
は
な
く
養
母
で
あ
っ
た
。
「
少
年
」
の
他
の
章
に

も
母
が
登
場
す
る
が
、
そ
こ
で
措
か
れ
て
い
る
の
も
、
実
母
で
は

な
く
、
養
母
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
（
六
）
に
書
か
れ
た
「
母
」

は
何
者
か
。

芥
川
が
意
識
的
に
　
「
母
」
　
と
呼
べ
る
の
は
、
養
母
だ
け
で
あ
っ

た
。
実
母
の
こ
と
は
、
呼
び
た
く
て
も
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
芥
川
の
心
の
中
に
は
、
実
母
は
忘
れ
た
く
と
も
忘

れ
ら
れ
な
い
存
在
と
し
て
い
つ
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
無
意
識
の
う
ち
に
呼
ん
で
い
た
「
母
」
、
弱
っ
て
い
る
自
分

が
無
意
識
の
う
ち
に
求
め
て
し
ま
う
　
「
母
」
　
は
、
明
確
に
示
さ
れ

て
い
る
訳
で
は
な
い
と
は
い
え
、
実
母
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
。
芥
川
は
、
こ
れ
ま
で
描
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
「
母
」

に
つ
い
て
、
「
無
意
識
」
と
い
う
形
を
借
り
て
、
措
く
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

三
】
二
　
大
導
寺
信
輔
の
半
生
、
そ
し
て
点
鬼
辞
へ

「
大
草
寺
信
輔
の
半
生
」
　
の
主
人
公
　
「
大
導
寺
信
輔
」
　
も
、
芥

川
龍
之
介
自
身
を
草
葉
と
さ
せ
る
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
（
l
t
　
牛

乳
）
　
に
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

信
稀
は
全
然
母
の
乳
を
吸
っ
た
こ
と
の
な
い
少
年
だ
っ
た
。

元
来
体
の
弱
か
つ
た
母
は
一
粒
種
の
彼
を
産
ん
だ
後
さ
へ
、

l
清
の
乳
も
与
へ
な
か
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
乳
母
を
養
ふ
こ

と
も
貧
し
い
彼
の
家
の
生
計
に
は
出
来
な
い
相
談
の
t
　
つ
だ
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っ
た
。
彼
は
そ
の
為
に
生
ま
れ
落
ち
た
時
か
ら
牛
乳
を
飲
ん

で
育
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
当
時
の
信
輔
に
は
憎
ま
ず
に
は
ゐ

ら
れ
ぬ
運
命
だ
っ
た
。
彼
は
毎
朝
台
所
へ
来
る
牛
乳
の
埠
を

軽
蔑
し
た
。
又
何
を
知
ら
ぬ
に
も
せ
よ
、
母
の
乳
だ
け
は
知

っ
て
ゐ
る
彼
の
友
だ
ち
を
羨
望
し
た
。

こ
の
場
面
か
ら
は
、
「
母
」
と
い
う
存
在
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
信

輔
、
な
い
し
芥
川
の
姿
が
窺
え
る
。
「
少
年
」
　
で
は
、
「
母
」
　
は
無

意
識
に
し
か
求
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
芥
川
は
こ
の
場

面
で
初
め
て
、
自
分
が
　
「
母
」
　
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
吐

露
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
　
「
自
分
の
母
」
　
で
は
な
く
、
「
母
的

な
も
の
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
「
大
草
寺
信
輔
の
半
生
」
で
は
、
「
僕
」

が
母
の
乳
を
知
ら
ぬ
ま
ま
育
っ
た
こ
と
の
理
由
と
し
て
　
「
元
来
体

の
弱
か
っ
た
母
」
　
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
芥
川
の
実
体

験
と
は
異
な
る
。
芥
川
の
実
体
験
に
即
せ
ば
、
こ
こ
は
　
「
実
母
が

発
狂
し
て
い
た
か
ら
」
　
母
の
乳
を
知
ら
ぬ
ま
ま
育
っ
た
、
と
書
か

れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
芥
川
は
そ
う
せ
ず
、
「
元
来

体
の
弱
か
っ
た
母
」
　
と
い
う
書
き
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事

実
を
ご
ま
か
し
た
の
で
あ
る
。
片
山
晴
夫
氏
は
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

芥
川
は
、
自
ら
の
　
「
母
」
　
と
い
う
問
題
に
た
や
す
く
按
す

る
こ
と
の
で
き
ぬ
人
間
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
彼

の
禁
忌
の
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
は
、
自

ら
の
作
品
の
中
で
　
「
母
」
　
と
い
う
文
字
を
認
め
る
時
、
あ
る

種
の
こ
だ
わ
り
を
覚
え
る
人
間
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
一
節
の
　
「
母
」
　
に
は
、
実
母
と

も
読
め
、
ま
た
養
母
と
も
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
工
夫
と
配

慮
が
施
さ
れ
て
い
る
。
（
7
）

「
実
母
」
　
を
求
め
る
自
分
を
書
く
に
は
、
ど
う
し
て
も
実
母
の

発
狂
の
事
実
も
書
か
ざ
る
を
得
な
い
。
実
母
の
発
狂
の
事
実
を
隠

し
て
い
る
限
り
、
「
実
母
」
を
求
め
る
自
分
は
措
け
な
い
の
で
あ
る
。

か
と
い
っ
て
、
作
品
に
審
い
て
発
表
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
の
芥

川
に
は
ま
だ
で
き
な
か
っ
た
。
「
実
母
に
つ
い
て
告
白
す
る
」
と
い

う
こ
と
は
、
「
実
母
の
発
狂
と
言
う
事
実
を
受
け
入
れ
た
自
分
」
を

書
く
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
覚
悟
が
、
芥
川
に
は
ま

だ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
も
、
「
母
」
　
を
求
め
る
想
い
を
書
か
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
芥
川
の
現
状
が
あ
っ
た
。
ぞ
こ
で
、
実
母
と
も
、
養
母
と
も
と

れ
る
よ
う
な
　
「
虚
構
」
　
を
浪
ぜ
て
　
「
母
」
　
は
描
か
れ
た
。
「
実
母
」

の
発
狂
の
事
実
を
隠
し
た
ま
ま
　
「
母
」
　
を
措
く
に
は
、
そ
れ
し
か

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
春
か
れ
る
　
「
点
鬼
簿
」
　
で
は
、
「
僕
の
母
は
狂
人
だ
っ

た
。
」
と
い
う
l
文
で
始
ま
っ
て
い
る
通
り
、
い
よ
い
よ
母
の
発
狂

が
告
白
さ
れ
る
。
芥
川
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
母
的
な
も
の
」
に
対

す
る
思
い
で
は
な
く
、
「
実
母
」
　
へ
の
思
い
を
措
く
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
。「

点
鬼
帝
」
　
は
四
草
構
成
で
、
そ
れ
ぞ
れ
母
・
姉
・
父
・
僕
に

つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
母
の
章
で
あ
る
　
〓
）
　
に
は
、
次
の

よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

僕
の
母
は
二
階
の
真
下
の
八
畳
の
座
敷
に
横
た
は
っ
て

ゐ
た
。
僕
は
四
つ
違
い
の
僕
の
姉
と
僕
の
母
の
枕
も
と
に
坐

り
、
二
人
と
も
絶
え
ず
声
を
立
て
て
泣
い
た
。
殊
に
誰
か
僕

の
後
ろ
で
　
「
御
臨
終
々
々
々
」
　
と
言
っ
た
時
に
は
l
層
切
な

さ
の
こ
み
上
げ
る
の
を
感
じ
た
。
し
か
し
今
ま
で
瞑
目
し
て

い
た
、
死
人
に
ひ
と
し
い
僕
の
母
は
突
然
目
を
あ
い
て
何
か

言
っ
た
。
僕
等
は
皆
悲
し
い
中
に
も
小
声
で
く
す
く
す
笑
ひ

出
し
た
。

僕
は
そ
の
次
の
晩
も
僕
の
母
の
枕
も
と
に
夜
明
近
く
ま
で

坐
っ
て
い
た
。
が
、
な
ぜ
か
ゆ
う
べ
の
や
う
に
少
し
も
涙
は

流
れ
な
か
っ
た
。
僕
は
殆
ど
泣
き
声
を
絶
た
な
い
僕
の
姉
の

手
前
を
恥
ぢ
、
一
生
懸
命
に
泣
く
真
似
を
し
て
ゐ
た
。
同
時

に
又
僕
の
泣
か
れ
な
い
以
上
、
僕
の
母
の
死
ぬ
こ
と
は
必
ず

な
い
と
信
じ
て
ゐ
た
。

僕
の
母
は
三
日
目
の
晩
に
殆
ど
苦
し
ま
ず
に
死
ん
で
行
っ

た
。
死
ぬ
前
に
は
正
気
に
返
っ
た
と
見
え
、
僕
等
の
顔
を
眺

め
て
は
と
め
度
な
し
に
ぽ
ろ
ぽ
ろ
涙
を
落
し
た
。

こ
れ
は
、
母
の
臨
終
の
場
面
で
あ
る
。
「
僕
は
四
つ
違
い
の
僕

の
姉
と
僕
の
母
の
枕
も
と
に
坐
り
、
二
人
と
も
絶
え
ず
声
を
立
て

て
泣
い
た
。
」
　
や
、
「
僕
の
泣
か
れ
な
い
以
上
、
僕
の
母
の
死
ぬ
こ

と
は
必
ず
な
い
」
　
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
死
に
ゆ
く
母
を
恋
う
気

持
ち
や
、
少
し
で
も
長
く
母
に
生
き
延
び
て
ほ
し
い
と
い
う
切
な

る
思
い
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
「
死
ぬ
前
に
は
正
気
に
返
つ
た
と

見
え
、
僕
等
の
顔
を
眺
め
て
は
と
め
度
な
し
に
ぽ
ろ
ぽ
ろ
涙
を
落

し
た
。
」
と
い
う
部
分
は
、
海
老
井
英
次
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う

に
、
虚
構
の
介
入
の
疑
い
は
禁
じ
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
8
）
、

そ
の
分
　
「
母
を
狂
気
か
ら
解
放
し
て
や
り
た
い
」
　
と
い
う
思
い
が

込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
実
際
に
「
死
ぬ
前
に
正
気
に
返
る
」

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
と
し
て
も
、

少
な
く
と
も
　
「
そ
う
措
き
た
か
っ
た
」
　
と
い
う
芥
川
の
意
志
は
伝

わ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
母
へ
の
深
い
愛
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
母
」
　
の
章
は
　
（
t
）
　
だ
け
で
あ
る
が
、
他
の
章
に
も

「
母
」
　
の
こ
と
が
措
か
れ
て
い
る
。
（
三
）
　
の
次
の
場
面
は
、
父
と

の
思
い
出
を
語
る
中
で
、
「
母
」
　
へ
の
思
い
が
綴
ら
れ
て
い
る
と
い
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う
場
面
で
あ
る
。

僕
が
病
院
へ
帰
っ
て
来
る
と
、
僕
の
父
は
僕
を
待
ち
兼
ね

て
ゐ
た
。
の
み
な
ら
ず
二
枚
折
の
犀
風
の
外
に
悉
く
余
人
を

引
き
下
ら
せ
、
僕
の
手
を
握
っ
た
り
撫
で
た
り
し
な
が
ら
、

僕
の
知
ら
な
い
昔
の
こ
と
を
、
1
1
僕
の
母
と
結
婚
し
た
当
時

の
こ
と
を
話
し
出
し
た
。
そ
れ
は
僕
の
母
と
二
人
で
箪
笥
を

買
ひ
に
出
か
け
た
と
か
、
鮨
を
と
つ
て
食
っ
た
と
か
云
ふ
、

瑳
未
な
話
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
僕
は
そ
の
話
の
う
ち

に
い
つ
か
暇
が
熱
く
な
っ
て
ゐ
た
。

石
谷
春
樹
氏
も
指
摘
し
て
い
る
が
（
9
）
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
「
母
」

は
「
結
婚
し
た
当
時
」
　
の
母
で
あ
り
、
「
僕
の
知
ら
な
い
」
　
母
、
つ

ま
り
、
「
発
狂
す
る
前
」
　
の
母
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
「
僕

の
知
っ
て
い
る
母
」
　
は
、
必
ず
　
「
発
狂
し
て
い
る
母
」
　
で
あ
る
か

ら
、
芥
川
が
　
「
母
」
　
を
思
う
時
、
ど
う
し
て
も
　
「
発
狂
の
遺
伝
の

恐
怖
」
　
が
付
き
ま
と
う
。
け
れ
ど
、
芥
川
は
こ
こ
で
　
「
僕
の
知
ら

な
い
母
」
を
描
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
発
狂
の
遺
伝
の
恐
怖
」
を

考
え
る
こ
と
な
く
、
母
を
思
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

私
小
説
で
は
、
ど
れ
ほ
ど
「
母
」
を
求
め
て
も
、
ど
れ
だ
け
「
母
」

へ
の
愛
が
あ
っ
て
も
、
母
か
ら
の
助
け
が
返
っ
て
来
る
訳
で
は
な

い
。
自
分
の
心
情
を
描
く
た
め
に
虚
構
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
る
が
、
「
母
」
　
の
反
応
に
自
分
の
願
望
を
の
せ
て
し
ま
え
ば
、
そ

れ
は
「
私
小
説
」
で
は
な
く
な
る
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
、
思
い
は
、

芥
川
か
ら
の
一
方
通
行
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
の
心
境

を
吐
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
は
自
分
の
中
に
母
を
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
三
点
鬼
簿
」
の
冒
頭
に
は
、

「
僕
は
l
度
も
僕
の
母
に
母
ら
し
い
親
し
み
を
感
じ
た
こ
と
は
な

い
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
「
母
ら
し
い
親
し
み
」
を

感
じ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
母
を
、
「
点
鬼
簿
」
と
い
う
作
品
の
さ
ま

ざ
ま
な
場
所
で
思
い
出
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
再
発
見
し
、
そ

う
す
る
こ
と
で
、
生
前
感
じ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
　
「
母
ら
し
い
親

し
み
」
　
を
、
そ
こ
に
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
母
が
助
け
て
く
れ
る
訳
で
は
な
く
て
も
、
そ
れ
が
、
こ

の
時
点
で
の
救
い
に
な
っ
た
の
だ
。

四
　
「
河
童
」
　
が
示
す
可
能
性

四
－
1
　
芥
川
と
母

以
上
の
考
察
を
ふ
ま
え
、
二
節
に
お
い
て
問
題
提
起
し
た
、
「
河

童
」
　
へ
四
）
　
の
出
産
の
場
面
を
再
考
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
こ
の
場
面
は
　
「
第
一
僕
の
お
父
さ
ん

の
遺
伝
は
精
神
病
だ
け
で
も
大
へ
ん
で
す
。
」
と
い
う
台
詞
に
焦
点

を
し
ぼ
り
、
「
芥
川
が
実
母
の
発
狂
の
遺
伝
を
恐
れ
る
あ
ま
り
の
発
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言
だ
」
　
と
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
場
面
に

は
、
他
に
も
考
察
す
る
べ
き
観
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
が
、

父
で
あ
る
バ
ッ
グ
と
胎
児
の
　
「
対
話
の
場
面
」
　
だ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
場
面
を
　
「
精
神
病
の
遺
伝
の
あ
る
親
と
の
対
話
」
　
と

い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
芥
川
自
身
の
、
「
実
母
と
の
対
話
」
　
の
置

き
換
え
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
細
君
の
腹
の
中
の
子
は
多
少
気
兼
で
も
し
て
ゐ
る
と
見
え
、

か
う
小
声
に
返
事
を
し
ま
し
た
ご
　
と
い
う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、

胎
児
は
、
「
生
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
」
　
と
い
う
こ
と
を
、
「
き
っ

ぱ
り
と
」
　
告
げ
た
訳
で
は
な
い
。
「
多
少
気
兼
ね
」
　
を
し
な
が
ら
、

し
か
も
「
小
声
」
　
で
言
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
台
詞
に
、
「
自

ら
の
生
を
そ
の
始
源
に
遡
っ
て
否
定
し
た
い
」
　
と
い
う
強
い
否
定

や
非
難
の
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
は

な
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
多
少
気
兼
ね
」
を
し
な

が
ら
「
小
声
」
　
で
、
と
い
う
表
現
に
は
、
「
母
に
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
l
l
宇
う
の
は
申
し
訳
な
い
」
　
と
い
う
配
慮
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
「
申
し
訳
な
い
」
　
と
思
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も

言
わ
な
い
と
い
う
選
択
肢
も
あ
る
中
で
、
そ
れ
で
も
言
っ
た
姿
を

緒
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
か
。

芥
川
は
、
幼
い
う
ち
に
養
家
に
引
き
取
ら
れ
、
ず
っ
と
養
父
母

達
に
引
け
目
を
感
じ
な
が
ら
生
き
て
来
た
。
そ
れ
は
養
父
母
連
へ

遠
慮
す
る
気
持
ち
と
、
「
本
当
の
子
で
な
い
自
分
の
我
健
を
受
け
入

れ
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
」
　
と
い
う
不
安
や
躊
躇
い
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
唯
一
自
分
の
意
見
を
主
張
し
た
　
「
初
恋
」

の
事
件
に
お
い
て
も
、
芥
川
の
思
い
は
尊
重
し
て
も
ら
え
な
か
っ

た
。
特
に
、
最
も
信
頼
し
た
育
て
の
母
で
あ
る
伯
母
に
そ
の
思
い

を
聞
き
届
け
て
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
芥
川
は
　
「
や
は
り

本
当
の
母
で
な
け
れ
ば
我
健
は
言
え
な
い
」
　
と
い
う
思
い
を
強
め

た
。
そ
れ
と
同
時
に
　
「
本
当
の
母
で
あ
れ
ば
、
聞
き
届
け
て
く
れ

た
の
で
は
な
い
か
」
　
と
い
う
　
「
実
母
」
　
へ
の
憧
れ
も
抱
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
経
緯
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
胎
児
と
バ
ッ
ク
の
や

り
取
り
に
は
、
芥
川
の
　
「
自
分
の
思
い
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
で

あ
ろ
う
母
」
を
求
め
る
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
推
察
さ
れ
る
。

芥
川
は
こ
の
場
面
で
　
「
親
の
否
定
」
　
や
　
「
遮
伝
の
否
定
」
　
を
書
き

た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
た
だ
不
安
を
打
ち
明
け
た
か
っ
た
の
だ

と
言
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
不
安
を
打
ち
明
け
る
こ
と
を
、
他
な

ら
ぬ
母
に
許
し
て
も
ら
お
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。

「
点
鬼
簿
」
　
に
書
か
れ
て
い
た
よ
う
に
、
発
狂
し
た
母
と
は
対

話
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
「
実
母
と
の
対
話
」
　
は
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
「
私
小
説
」
　
に

は
虚
構
が
混
ざ
る
こ
と
も
あ
る
と
は
い
え
、
ど
う
し
て
も
曲
げ
ら

れ
な
い
事
実
も
あ
る
。
だ
か
ら
　
「
私
小
説
」
　
で
は
、
ど
ん
な
に
母
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を
求
め
て
も
、
「
芥
川
か
ら
の
一
方
的
な
思
い
」
し
か
措
く
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
こ
に
　
「
私
小
説
」
　
の
限
界
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
河

童
」
　
で
は
、
「
芥
川
の
思
い
」
　
は
　
「
母
」
　
に
通
じ
た
。

「
実
母
と
の
対
話
」
　
と
い
っ
て
も
、
そ
の
場
面
を
書
い
た
の
は

あ
く
ま
で
芥
川
で
あ
る
。
「
僕
は
生
れ
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
　
と

言
わ
れ
て
「
て
れ
た
や
う
に
頭
を
掻
」
く
バ
ッ
グ
の
姿
、
つ
ま
り
、

「
芥
川
の
不
安
を
受
け
と
め
る
母
」
　
の
姿
も
、
芥
川
の
願
望
の
表

れ
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
「
私
小
説
」
　
で
は
措
け
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

恐
ら
く
芥
川
は
、
「
母
と
の
対
話
」
　
を
措
く
た
め
に
こ
の
部
分

を
措
い
た
訳
で
は
な
い
。
こ
の
部
分
を
括
い
た
か
ら
、
「
母
と
の
対

話
」
　
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
私
小
説
」
　
で
は
、
「
母
」
　
と

の
対
話
を
「
書
こ
う
」
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
「
ど
う
し
て
も
書
け
な

い
限
界
」
に
突
き
当
た
る
。
逆
に
、
「
私
小
説
」
と
い
う
枠
を
取
り

払
う
こ
と
で
、
措
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、

こ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
手
浜
は
、
芥
川
の
心
情
を
措
く
の
に

有
効
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

四
・
二
　
「
河
童
」
　
に
お
け
る
語
り

こ
こ
で
、
語
り
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
酒
井
英
行
氏
は
、

「
狂
人
」
　
の
　
「
僕
」
が
　
「
狂
人
」
と
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
本
来
あ
り
得
な
い
話
」
　
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
　
「
河
童
の

国
」
　
の
話
が
、
「
彼
に
と
つ
て
の
真
実
」
と
い
う
意
味
で
、
逆
に
リ

ア
リ
テ
ィ
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
　
（
1
0
）
。

し
か
し
、
河
童
の
世
界
と
人
間
の
世
界
を
行
き
来
し
て
い
る

「
僕
」
　
は
、
あ
く
ま
で
狂
人
で
あ
る
。
狂
人
の
　
「
僕
」
　
が
語
る
世

界
は
、
河
童
の
世
界
に
せ
よ
、
人
間
の
世
界
に
せ
よ
、
ど
ち
ら
も

あ
く
ま
で
　
「
虚
構
」
　
な
の
だ
。
だ
か
ら
、
「
僕
」
　
が
河
童
の
世
界
か

ら
出
て
行
こ
う
が
、
人
間
の
世
界
か
ら
河
童
の
世
界
に
帰
ろ
う
が
、

「
僕
」
は
結
局
「
同
じ
世
界
」
を
行
き
来
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

河
童
の
国
に
い
る
こ
と
が
憂
鬱
に
な
っ
た
か
ら
、
「
僕
」
は
人
間
の

世
界
に
帰
る
こ
と
を
決
め
た
の
に
、
次
は
人
間
の
世
界
が
嫌
に
な

っ
た
か
ら
、
河
．
童
の
世
界
に
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
、
「
僕
」
は
憂
鬱
か
ら
抜
け
出
せ
な
彗
今
度

は
、
も
し
「
河
童
の
国
」
に
帰
っ
て
も
、
ま
た
憂
鬱
に
な
っ
て
「
人

間
の
世
界
」
　
に
帰
っ
て
来
る
だ
け
で
あ
る
。

で
は
、
「
僕
」
が
憂
鬱
か
ら
抜
け
出
す
た
め
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ

か
っ
た
の
か
。
「
河
童
の
国
」
　
で
憂
鬱
を
感
じ
た
「
僕
」
　
は
、
そ
れ

か
ら
抜
け
出
す
場
所
と
し
て
　
「
人
間
の
世
界
」
　
を
思
い
浮
か
べ
、

「
人
間
の
世
界
」
　
で
憂
鬱
を
感
じ
た
時
は
、
「
河
童
の
国
」
を
思
い

浮
か
べ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
結
局
上
手
く
い
か
ず
、
「
僕
」
は
「
精

神
病
患
者
」
　
と
し
て
憂
鬱
の
中
に
留
ま
る
結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
し
か
し
、
も
し
こ
こ
で
、
「
人
間
の
世
界
に
帰
る
」
　
「
河
童
の

国
に
帰
る
」
　
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
違
う
選
択
肢
を
思
い
浮
か

べ
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
ら
、
「
僕
」
は
こ
の
円
環
か
ら
抜
け
出
す
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こ
と
が
で
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
「
人
間
の
世
界
が
嫌
に
な
っ

た
か
ら
、
河
童
の
国
へ
帰
ろ
う
」
　
と
い
う
思
考
で
は
な
く
、
そ
こ

に
　
「
第
三
の
世
界
」
　
が
あ
れ
ば
、
こ
の
虚
構
の
世
界
か
ら
抜
け
出

す
、
つ
ま
り
憂
鬱
か
ら
抜
け
出
す
可
能
性
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

い
の
で
あ
る
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
、
足
立
直
子
氏
は
　
「
僕
が
河
童
の
世
界

を
　
（
信
じ
る
者
）
　
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
結
末
は
、
換
言
す
れ
ば

（
信
）
　
の
延
長
線
上
に
こ
そ
、
人
間
の
閉
塞
感
や
絶
望
感
を
乗
り

越
え
る
、
存
在
の
連
帯
に
よ
る
温
か
さ
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示

し
出
し
て
い
る
。
」
　
（
1
1
）
　
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
僕
」
　
が

狂
人
で
あ
る
か
な
い
か
、
つ
ま
り
　
「
河
童
の
国
」
　
が
　
「
僕
」
　
の
妄

想
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
問
題
で
は
な
く
、
「
僕
」
が
（
信

じ
る
者
）
　
で
あ
る
以
上
、
そ
の
　
「
僕
」
　
が
　
（
信
じ
る
）
　
こ
と
そ
の

も
の
が
救
い
に
つ
な
が
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
「
河
童
」
と
い
う
作
品
が
、
「
河
童
の
世
界
」

を
語
る
　
「
僕
」
　
に
つ
い
て
違
う
　
（
僕
）
　
が
語
っ
て
い
る
、
と
い
う

入
れ
子
構
造
に
な
っ
て
い
る
以
上
は
、
救
い
に
な
る
と
は
考
え
難

い
。
「
僕
」
自
身
は
救
わ
れ
た
気
に
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
を
外
側
か
ら
見
つ
め
る
　
（
僕
）
　
と
い
う
存
在
が
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
結
局
は
　
「
救
わ
れ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
　
だ

け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
客
観
的
に
確
認
さ
れ
、
よ
り
浮
き
彫
り

に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

と
い
う
こ
と
は
、
「
河
童
」
に
救
い
を
見
出
す
と
す
れ
ば
、
「
僕
」

が
　
（
信
じ
る
）
　
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
　
「
僕
」
　
を

外
側
か
ら
見
つ
め
る
　
（
僕
）
　
と
い
う
位
置
を
、
芥
川
が
設
定
し
得

た
と
い
う
、
そ
の
こ
と
自
体
に
、
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
入

れ
子
構
造
」
　
で
あ
る
以
上
は
、
『
「
僕
」
　
の
い
る
狂
気
の
世
界
』
と

『
「
僕
」
を
語
る
（
僕
）
　
の
い
る
現
実
の
世
界
』
と
い
う
枠
で
考
え

る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
。
結
局
は
『
「
僕
」
　
の
い
る
狂
気
の
世
界

を
語
る
　
（
僕
）
　
の
い
る
現
実
の
世
界
を
語
る
僕
…
』
と
い
う
よ
う

に
、
ど
ん
ど
ん
と
世
界
が
広
が
っ
て
い
か
ざ
る
を
得
ず
、
ど
こ
か

ら
が
　
「
現
実
」
　
で
ど
こ
か
ら
が
　
「
狂
気
」
　
な
ど
と
い
う
■
こ
と
を
区

別
す
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
か
ら
だ
ご
」
れ
で
は
、
結
局
「
僕
」

が
　
「
河
童
の
世
界
」
　
と
　
「
人
間
の
世
界
」
　
と
い
う
　
「
虚
構
」
　
か
ら

「
虚
構
」
　
の
行
き
来
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
と
、
同
じ
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
や
は
り
重
要
な
の
は
、
芥
川
自
身
が
「
僕
」
を
「
狂
人
」

と
み
な
す
視
点
を
作
り
出
し
て
お
い
た
、
と
い
う
事
実
そ
の
も
の

で
あ
る
。
「
僕
」
を
外
側
か
ら
語
る
（
僕
）
と
い
う
存
在
を
設
定
し

得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
芥
川
は
　
「
僕
」
と
い
う
存
在
の
行
う
「
虚

構
」
　
か
ら
　
「
虚
構
」
　
へ
の
移
行
を
、
否
定
的
に
見
つ
め
る
立
場
に

立
つ
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
私
小
説
で
は
決
し
て
で
き
な
い

こ
と
だ
っ
た
。
私
小
説
は
、
「
自
分
に
起
き
た
出
来
事
」
を
作
者
（
語
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り
手
）
が
語
る
、
と
い
う
構
造
を
持
つ
。
こ
れ
は
、
「
河
童
」
　
で
い

う
、
「
僕
」
　
に
起
き
た
出
来
事
を
　
（
僕
）
が
語
っ
て
い
る
、
と
い
う

構
造
と
重
な
る
。
つ
ま
り
、
私
小
説
を
書
く
場
合
、
「
私
小
説
を
書

く
」
と
い
う
行
為
を
行
う
作
者
（
芥
川
）
そ
の
も
の
が
既
に
、
「
河

童
」
　
で
い
う
　
「
肇
記
者
」
　
の
　
（
僕
）
　
の
立
ち
位
置
に
立
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
小
説
で
は
、
（
僕
）
　
の
更
に
外
側
で
語
る
こ
と
は
不
可
能
だ

っ
た
。
「
書
こ
う
」
と
思
う
か
ら
こ
そ
、
逆
に
「
ど
う
し
て
も
着
け

な
い
限
界
」
　
に
突
き
当
た
る
と
い
う
こ
と
を
、
芥
川
は
既
に
経
験

し
て
い
た
。

し
か
し
　
「
河
童
」
　
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
作
者
は
　
（
僕
）
　
の
更
に

外
側
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
。
私
小
説
で
は
な
く
、
「
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
」
　
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
し
て
芥
川
は
、
作
品
上
、
自
分
の
問
題
を
乗
り

越
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
狂
人
の
　
「
僕
」
　
を
こ
の
よ
う

に
否
定
的
に
書
け
る
立
場
に
い
た
芥
川
自
身
、
作
品
の
上
で
だ
け

で
は
な
く
、
実
際
に
乗
り
越
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
芥
川
は
、
「
河
童
」
以
降
、
ま
た
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
し

て
で
は
な
く
　
「
私
小
説
」
　
と
し
て
自
分
の
人
生
の
問
題
の
乗
り
越

え
を
し
よ
う
と
試
み
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
後
、

自
殺
し
て
し
ま
う
訳
だ
が
、
「
河
童
」
の
よ
う
な
方
向
性
で
乗
り
越

え
を
試
み
続
け
た
の
な
ら
、
或
い
は
作
品
上
だ
け
で
は
な
く
本
当

に
、
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
、

思
え
る
の
で
あ
る
。

実
際
に
芥
川
が
自
殺
を
し
た
後
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
今
で
は
、

あ
く
ま
で
「
可
能
性
が
あ
っ
た
」
と
し
か
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
「
河
童
」
　
の

中
に
は
、
絶
望
的
な
空
気
に
潅
ぎ
っ
て
、
希
望
の
光
を
感
じ
取
る

こ
と
も
で
き
る
の
だ
ろ
う
。

【注】
（
1
）
一
九
二
七
年
三
月
『
改
造
』
に
発
表
。

（
2
）
　
足
立
直
子
　
「
　
「
河
童
」
　
論
I
I
八
倍
）
　
と
　
（
狂
気
）
　
を
境
と
し
て
」

（
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
、
第
七
五
巻
第
二
号
、
至
文
堂
、
二
〇
一

〇
年
二
月
、
所
収
）
。

（
3
）
一
九
二
七
年
四
月
三
日
、
吉
田
泰
司
宛
書
館
（
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
、

第
二
〇
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
八
月
、
所
収
、
二
九
一
貫
）
。

（
4
）
一
九
二
四
年
四
月
『
中
央
公
論
』
に
発
表
。

（
5
）
一
九
二
五
年
一
月
『
中
央
公
論
』
に
発
表
。

（
6
）
一
九
二
六
年
一
〇
月
『
改
造
』
に
発
表
。
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（
7
）
片
山
晴
夫
「
芥
川
龍
之
介
の
小
説
の
方
法
1
な
ぜ
真
実
と
磯
り
に
こ

だ
わ
っ
た
か
－
」
　
（
『
語
学
文
学
』
、
第
二
九
号
、
一
九
九
l
年
一
月
、

四
二
－
四
三
貢
）
。

（
8
）
梅
老
井
英
次
　
「
「
点
鬼
綽
」
　
論
考
－
芥
川
龍
之
介
・
最
後
の
告
白
I
L

（
『
文
学
論
韓
』
、
第
三
十
二
号
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
、
九
暮
一
〇
貢
）
。

（
9
）
　
石
谷
春
樹
氏
の
　
「
芥
川
龍
之
介
「
鮎
鬼
溶
」
　
論
1
新
た
な
る
　
（
告
白
）

－
」
　
（
『
鈴
鹿
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
』
、
第
三
十
九
号
、
二
〇
〇
六

年
二
月
、
一
〇
四
頁
）
に
　
「
こ
の
よ
う
に
父
の
こ
と
を
語
る
章
で
あ
り

な
が
ら
、
父
は
母
と
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
内
容

は
結
婚
当
時
の
こ
と
で
あ
り
、
狂
人
の
母
の
姿
を
語
っ
て
い
な
い
。
言

わ
ば
　
「
瑳
未
な
話
に
過
ぎ
な
」
　
く
て
も
　
「
僕
の
知
ら
な
い
昔
の
こ
と
」

で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
僕
が
知
り
た
い
母
の
姿
で
あ
る
ご
　
と
い
う

指
摘
が
あ
る
。

（
1
0
）
酒
井
英
行
「
『
河
童
』
　
の
構
造
」
　
（
『
芥
川
龍
之
介
　
作
品
の
迷
路
』
、

有
精
堂
、
一
九
九
三
年
七
月
、
所
収
、
二
五
五
・
二
五
六
貢
）
。

（
1
1
）
（
2
）
と
同
じ
。

本
文
中
の
芥
川
作
品
引
用
は
、
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
（
岩
波
書
店
）
の
第
一

一
巻
、
第
一
二
巻
、
第
一
三
巻
、
第
一
四
巻
、
第
t
六
巻
に
拠
っ
た
。

（
さ
か
も
と
　
あ
す
か
　
宮
田
村
立
宮
田
小
学
校
）


