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は
じ
め
に 

 
 「

戦
後
文
学
中
の

問

題

児

プ
ロ
ブ
レ
ム
・
チ
ャ
イ
ル
ド

」（
1
）

と
評
さ
れ
た
三
島
由
紀
夫
は
、
処
女
作

以
来
、
そ
の
文
才
に
よ
っ
て
盛
名
を
馳
せ
る
と
共
に
、
彼
自
身
と
そ
の
作
品

は
絶
え
な
い
批
評
を
受
け
て
い
る
。
三
島
に
関
す
る
論
争
の
中
で
は
、
彼
の

作
品
は
し
ば
し
ば
、
現
実
性
が
薄
く
、
も
し
く
は
時
代
と
か
け
離
れ
て
い
る

と
言
わ
れ
る
。
三
島
作
品
の
内
容
と
執
筆
時
期
の
社
会
情
勢
と
の
間
に
齟
齬

が
生
じ
、
時
代
の
流
れ
に
乗
れ
な
い
よ
う
な
感
覚
が
あ
る
。
戦
時
中
に
は
空

想
と
浪
漫
が
漂
う
小
説
『
苧
菟
と
瑪
耶
』
と
『
花
ざ
か
り
の
森
』
を
書
き
出

し
、
終
戦
を
迎
え
た
ば
か
り
の
時
に
は
、
当
時
の
文
壇
の
主
流
で
あ
る
戦
争

体
験
と
敗
戦
認
識
と
い
う
文
学
の
主
題
に
逆
行
し
た
「
悠
長
な
ス
タ
テ
ィ
ッ

ク
な
小
説
」（

2
）

で
あ
る
『
煙
草
』
と
、
個
人
の
性
倒
錯
の
経
歴
を
主
題
と
し

た
小
説
『
仮
面
の
告
白
』
を
発
表
し
た
。
昭
和
三
十
年
前
後
に
は
、
日
本
社

会
が
、
戦
後
復
興
の
完
了
段
階
と
も
い
う
べ
き
安
定
期
を
迎
え
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
戦
争
中
か
ら
敗
戦
を
背
景
と
す
る
長
編
小
説
『
金
閣
寺
』
を

起
稿
し
て
い
る
。
三
島
の
作
品
は
常
に
時
流
に
乗
っ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
は

何
ら
か
の
遅
れ
が
あ
る
。
中
村
光
夫
が
初
め
て
『
煙
草
』
と
『
彩
絵
硝
子
』

な
ど
の
小
説
を
読
ん
だ
後
に
「
と
ん
で
も
な
い
、
マ
イ
ナ
ス
百
五
十
点
だ
」

（

3
）

と
叱
咤
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
特
性
は
、
文
壇
で
広
く
認

識
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
多
秋
五
は
『
物
語
戦
後
文
学
史
』
で
三
島
に
つ
い
て
の
記
述
に
「
〝
故

意
〟
の
時
代
錯
誤
」（

4
）

と
い
う
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
、
三
島
の
短
編
小
説
『
夜

の
仕
度
』
を
、
「
最
初
の
長
編
の
試
み
で
あ
っ
た
『
盗
賊
』
と
同
様
に
、
（
中
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略
）
こ
れ
も
ま
た
反
時
代
的
な
、
時
代
錯
誤
と
い
え
ば
時
代
錯
誤
の
小
説
で

あ
っ
た
」（

5
）

と
評
し
て
、「
『
軽
王
子
と
衣
通
姫
』
の
場
合
と
同
様
に
、
ま
わ

り
の
抵
抗
を
意
識
し
た
、
故
意
の
時
代
錯
誤
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
」（

6
）

と
指

摘
し
た
。
野
口
武
彦
は
「
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
、
三
島
由
紀
夫
氏
は
戦
後
文

学
へ
の
決
定
的
な
遅
参
者
で
あ
っ
た
」（

7
）

と
言
い
、
本
多
と
異
口
同
音
に
「
時

代
錯
誤
」（

8
）

と
い
う
語
を
用
い
て
、「
（
引
用
者
注
：
三
島
）
氏
の
本
然
の
主

題
は
お
よ
そ
時
代
の
好
尚
に
合
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
」（

9
）

と
指
摘
し
た
。

内
海
健
も
三
島
の
こ
の
特
性
に
気
づ
き
、「
三
島
由
紀
夫
に
生
涯
に
わ
た
っ
て

取
り
憑
い
た
宿
痾
は
「
離
隔
」
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
現
実
感
の
希
薄

さ
で
あ
る
」（

10
）

と
論
じ
た
。
彼
は
『
金
閣
寺
』
の
分
析
に
お
い
て
、
三
島
に

と
っ
て
「
離
隔
」
の
原
因
は
「
言
語
」（

11
）

で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
勿

論
三
島
に
と
っ
て
、「
言
語
」
と
「
行
動
」
の
矛
盾
は
一
つ
の
大
き
な
主
題
だ

と
考
え
ら
れ
る
が
、
よ
り
根
深
い
問
題
は
「
時
間
」
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。 

 

こ
こ
で
、
一
つ
の
前
提
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
論
文
の
中

心
と
な
る
主
題
は
「
時
代
」
よ
り
む
し
ろ
「
時
間
」
で
あ
る
。
「
時
代
錯
誤
」

は
、「
時
間
錯
誤
」
の
結
果
な
の
で
あ
る
。
本
論
文
に
お
い
て
「
時
間
」
と
い

う
概
念
は
、
精
神
病
理
学
者
で
あ
る
木
村
敏
の
時
間
理
論
を
方
法
論
と
し
て

検
討
さ
れ
る
。 

 

木
村
に
よ
る
と
、
日
常
生
活
で
よ
く
見
か
け
る
時
計
や
学
校
で
の
始
業
就

業
の
合
図
、
あ
る
い
は
列
車
の
発
車
の
ベ
ル
な
ど
は
、「
制
度
的
時
間
と
も
い

う
べ
き
公
共
の
時
間
」（

12
）

を
社
会
全
員
に
告
げ
、
個
人
の
時
間
や
行
動
を
統

合
す
る
と
い
う
機
能
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
社
会
全
員
に
共
有
さ
れ
る

「
公
共
の
時
間
」
の
中
で
は
、
個
体
の
意
識
は
淡
々
と
集
団
意
識
に
溶
け
て

ゆ
き
、
集
団
か
ら
独
立
す
る
自
覚
が
な
い
。
そ
こ
で
、「
い
ま
」
と
い
う
時
機

に
、
ふ
と
〈
私
は
こ
こ
に
い
る
〉
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

個
人
の
意
識
が
集
団
か
ら
脱
出
し
、
個
人
に
属
す
る
〈
自
己
の
時
間
〉
が
生

ま
れ
る
。
木
村
は
「
時
間
の
誕
生
と
個
我
の
誕
生
と
は
厳
密
に
同
時
的
で
あ

っ
て
、
両
者
は
と
も
に
人
間
の
自
然
状
態
か
ら
の
疎
外
の
症
状
と
み
な
さ
な

く
て
は
な
ら
な
い
」（

13
）

と
結
論
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
己
発
見
を
引
き
起

こ
す
た
め
に
は
あ
る
決
定
的
な
時
機
、
あ
る
い
は
特
権
的
な
瞬
間
が
必
要
で

あ
る
。
し
か
し
、〈
自
己
の
時
間
〉
と
〈
公
共
の
時
間
〉
の
間
の
ず
れ
が
あ
ま

り
に
も
大
き
く
な
る
と
、
個
人
の
自
己
形
成
の
異
常
を
も
た
ら
す
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
の
一
つ
と
し
て
、
木
村
は
鬱
病
患
者
の
時
間
体
験
に

普
遍
的
に
存
在
し
て
い
る
「
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
」
と
い
う
現
象
を
以

下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

 

ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
と
は
、
ラ
テ
ン
語
で
「
祭
の
あ
と
」
の
意

味
で
あ
る
が
、
欧
米
各
国
語
に
外
来
語
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
、
ふ

つ
う
に
「
遅
れ
ば
せ
、
手
お
く
れ
、
事
後
的
」
な
ど
の
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。
日
本
語
で
い
え
ば
、
む
し
ろ
「
あ
と
の
ま
つ
り
」
と
い
う

表
現
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。
な
に
か
が
起
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
そ
れ

を
悔
ん
で
み
て
も
「
あ
と
の
ま
つ
り
」
だ
し
、
そ
ん
な
事
態
に
な
ら
な

い
よ
う
に
用
心
し
て
か
か
る
意
識
も
、
一
見
将
来
に
備
え
て
の
先
走
っ

た
姿
勢
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
「
あ
と
の
ま
つ
り
」
に
な
る
こ
と

を
予
想
し
て
の
保
守
的
で
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
な
意
識
な
の
で

あ
る
。（

14
） 
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先
に
野
口
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
三
島
の
「
時
代
錯
誤
」
が
「
戦
後
文

学
へ
の
決
定
的
な
遅
参
者
で
あ
っ
た
」
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
、
三
島
自
身
の
「
時
間
」
意
識
が
「
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
」
的
な

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
、
本
論
文
で
検
討
し
て
み
た
い

問
題
で
あ
る
。『
仮
面
の
告
白
』
か
ら
『
豊
饒
の
海
』
ま
で
、
三
島
の
作
品
は

常
に
〈
（
決
定
的
な
）
時
機
を
逸
し
た
あ
と
も
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
〉

―
―
ま
た
は
〈
成
長
し
な
い
主
人
公
〉
―
―
の
物
語
を
め
ぐ
っ
て
い
る
。『
仮

面
の
告
白
』
の
主
人
公
は
軍
医
の
誤
診
を
受
け
、
戦
争
か
ら
生
き
残
っ
て
し

ま
う
。
『
金
閣
寺
』
で
は
、
主
人
公
の
金
閣
と
共
に
戦
火
で
滅
び
る
願
望
は

果
た
さ
れ
ず
、
戦
後
ま
で
生
き
残
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
三
島
の
「
生
き

残
り
」
と
い
う
主
題
は
、
戦
争
か
ら
敗
戦
ま
で
の
彼
の
経
歴
と
関
わ
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
論
文
の
目
的
は
、
三
島
由
紀
夫
や
三
島
由
紀
夫
の
作

品
中
の
主
人
公
を
鬱
病
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
木
村
の
時
間
論
と

い
う
新
し
い
視
点
か
ら
、「
時
代
に
遅
れ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
三
島
の
「
ポ

ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
」
的
な
意
識
、
あ
る
い
は
「
時
機
を
逸
す
る
」（

15
）

と

い
う
彼
の
特
性
に
つ
い
て
、
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 

三
島
の
「
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
」
の
形
成
を
探
求
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
お
お
も
と
ま
で
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
三
島
作

品
で
初
め
に
現
れ
る
「
時
機
を
逸
し
た
あ
と
も
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
主
人

公
」
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
起
源
を
探
す
た
め
に
ど
こ
か
ら

着
手
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。 

 

昭
和
四
十
一
年
四
月
十
八
日
に
日
本
外
国
特
派
員
協
会
で
行
っ
た
英
語
講

演
で
、
三
島
は
自
分
の
戦
争
か
ら
生
き
残
る
経
験
を
語
っ
て
い
る
（
『
新
潮
』

平
成
二
年
一
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
）
。「
（
そ
し
て
）
私
も
、
自
分
が
一
九
四

五
年
に
二
十
歳
で
死
ね
る
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
不
幸
に
も
生
き

残
り
ま
し
た
」（
四
一
・
一
七
）
と
語
る
三
島
は
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
自
ら

現
実
と
の
ず
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
。 

 

自
分
は
完
全
に
流
行
遅
れ
だ
、
と
、
戦
時
中
ず
っ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

（
中
略
）
そ
ん
な
姿
勢
は
、
戦
後
に
な
っ
て
も
ま
だ
持
ち
越
さ
れ
ま
し

た
。
一
九
四
五
年
以
来
、
戦
後
に
は
す
べ
て
が
転
倒
し
、
完
全
に
変
り

ま
し
た
。
そ
れ
で
も
な
お
、
私
は
古
い
習
慣
を
保
っ
た
の
で
す
。
私
は
、

自
分
が
完
全
に
流
行
遅
れ
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
（
同
上
） 

  

昭
和
四
十
五
年
十
一
月
十
八
日
、
三
島
事
件
の
一
週
間
前
に
行
わ
れ
た
評

論
家
古
林
尚
と
の
最
後
の
対
談
で
も
、「
戦
後
」
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
そ

こ
で
、
古
林
が
「
三
島
さ
ん
だ
け
に
は
、
そ
の
戦
後
に
お
け
る
第
二
の
誕
生

が
見
あ
た
ら
な
い
ん
で
す
ね
」
（
四
○
・
七
四
三
）
と
尋
ね
た
時
、
三
島
は
、

「
な
い
で
す
ね
。
私
の
自
己
形
成
は
、
ま
せ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
が
、
十

五
、
六
の
と
き
に
す
ん
じ
ゃ
っ
た
。
す
く
な
く
と
も
十
九
ま
で
に
完
了
し
た

と
思
い
ま
す
」（
同
上
）
と
答
え
て
い
る
。
そ
れ
を
、
古
林
は
「
し
か
し
、
そ

の
戦
争
中
に
完
了
し
た
三
島
さ
ん
の
自
己
は
、
戦
後
世
界
の
中
で
は
通
用
し

な
か
っ
た
」（
同
上
）
と
評
価
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
三
島
由
紀
夫

の
自
己
形
成
が
十
九
歳
ま
で
に
完
了
し
、
そ
の
後
三
島
は
十
代
の
ま
ま
に
戦

後
の
世
界
に
生
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
時
機
を
逸
し
た
あ
と
も
生
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き
残
っ
て
し
ま
っ
た
主
人
公
」
／
「
成
長
し
な
い
主
人
公
」
は
、「
時
機
を
逸

し
た
あ
と
も
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
作
家
」
／
「
成
長
し
な
い
作
家
」
か
ら

誕
生
し
た
の
だ
。 

 

三
島
の
「
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
」
的
な
時
間
感
覚
を
追
求
す
る
た
め
、

彼
の
十
代
頃
の
作
品
に
焦
点
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
本
論
文
で
取
り
上
げ

る
の
は
、
少
年
三
島
が
学
友
会
雑
誌
に
発
表
し
た
『
酸
模

す
か
ん
ぼ
う

』（
一
九
三
八
年
）

と
『
彩
絵
硝
子
』
（
一
九
四
○
年
）
、
初
め
て
「
三
島
由
紀
夫
」
と
い
う
ペ
ン

ネ
ー
ム
で
全
国
同
人
誌
『
文
芸
文
化
』
に
発
表
し
た
『
花
ざ
か
り
の
森
』（
一

九
四
一
年
）
、
さ
ら
に
、
川
端
康
成
に
気
に
入
ら
れ
て
文
壇
入
り
の
き
っ
か
け

と
な
っ
た
『
煙
草
』
（
一
九
四
六
年
）
と
い
う
四
つ
の
短
編
小
説
で
あ
る
。 

 

一
九
四
八
年
に
、
当
時
二
十
三
歳
の
三
島
は
過
去
の
作
品
を
振
り
返
っ
て
、

「
四
つ
の
処
女
作
」
（
一
九
四
八
年
）
と
い
う
文
章
を
発
表
し
た
。
そ
こ
で
、

三
島
は
『
酸
模
』
に
つ
い
て
、「
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
小
説
ら
し
い
も
の
を
書

い
た
と
い
ふ
新
鮮
な
喜
び
が
、
今
に
な
つ
て
も
そ
れ
を
読
む
と
ひ
び
い
て
く

る
」
（
二
七
・
一
二
二
）
と
語
り
、
こ
れ
を
第
一
の
処
女
作
と
呼
ん
で
い
る
。

第
二
の
処
女
作
で
あ
る
『
彩
絵
硝
子
』
に
関
し
て
、
三
島
は
こ
れ
を
「
本
当

の
意
味
で
の
処
女
作
」
と
い
い
、「
あ
ん
な
に
胸
に
い
ろ
〳
〵
の
も
の
が
溢
れ

た
こ
と
は
な
い
。
あ
ん
な
に
自
分
の
霊
感
が
強
く
信
じ
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

あ
れ
以
来
私
は
下
り
坂
の
一
路
だ
と
い
ふ
気
が
す
る
の
で
あ
る
」（
同
上
）
と

高
く
評
価
し
て
い
る
。
「
文
壇
的
処
女
作
」
（
同
上
）
で
あ
る
『
煙
草
』
に
関

し
て
、
三
島
は
「
私
の
文
学
上
の
理
想
に
全
部
が
逆
行
し
た
や
う
な
作
品
で
、

ど
う
し
て
そ
ん
な
も
の
が
で
き
た
か
自
分
な
が
ら
不
思
議
で
、
こ
の
作
品
が
、

終
戦
後
ス
ポ
ッ
と
出
て
来
た
の
に
未
だ
に
妖
し
い
感
じ
が
し
て
ゐ
る
」
（
二

七
・
一
二
二
―
一
二
三
）
と
評
し
て
い
る
。
第
四
の
処
女
作
は
長
編
小
説
『
盗

賊
』（
一
九
四
七
年
）
で
あ
る
。
早
熟
の
才
能
と
呼
ば
れ
た
き
っ
か
け
の
『
花

ざ
か
り
の
森
』
は
、
発
表
当
時
も
、
そ
の
後
も
、
多
く
好
評
を
受
け
た
が
、

三
島
は
こ
れ
を
「
四
つ
の
処
女
作
」
に
は
含
め
て
い
な
い
。
三
島
は
一
九
六

八
年
に
出
版
し
た
自
選
短
編
集
『
花
ざ
か
り
の
森
・
憂
国
』
の
「
解
説
」
で

も
、『
花
ざ
か
り
の
森
』
を
、
い
ま
な
お
愛
し
て
い
る
小
説
『
中
世
に
於
け
る

一
殺
人
常
習
者
の
遺
せ
る
哲
学
的
日
記
の
抜
萃
』（
一
九
四
四
年
）
と
比
べ
て
、

「
私
は
も
は
や
愛
さ
な
い
」
（
三
五
・
一
七
三
）
と
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

世
間
の
好
評
に
反
し
て
、
三
島
自
身
は
『
花
ざ
か
り
の
森
』
に
満
足
し
て
い

な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
三
島
が
「
四
つ
の
処
女
作
」
で
挙

げ
た
作
品
の
う
ち
、
三
篇
の
短
編
『
酸
模
』
、
『
彩
絵
硝
子
』
、
『
煙
草
』
を
と

り
あ
げ
、
こ
れ
に
、
世
間
の
公
表
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
島
が
不
満
を
抱
い
て

い
た
点
で
注
目
に
値
す
る
『
花
ざ
か
り
の
森
』
を
加
え
た
四
つ
の
短
編
を
検

討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
島
の
初
期
作
品
に
お
け
る
「
時
間
」
の
問
題
の

重
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

一 

「
時
機
を
逸
す
る
」
主
人
公
の
誕
生—

—

『
酸
模
』
と
『
彩

絵
硝
子
』 

 
 一

九
三
八
年
、
当
時
十
三
歳
の
三
島
は
、
初
め
て
の
小
説
『
酸
模
』
を
書
き

下
ろ
し
、
学
習
院
『
輔
仁
会
雑
誌
』
に
発
表
し
た
。
自
然
に
異
常
な
執
着
心

を
持
っ
て
い
る
六
歳
児
の
秋
彦
が
、
母
親
に
内
緒
で
外
出
し
て
い
た
時
に
偶

然
脱
獄
囚
と
出
会
う
。
そ
の
出
会
い
が
不
意
に
囚
人
に
と
っ
て
の
救
い
と
な
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り
、
彼
は
改
心
し
て
刑
務
所
に
戻
っ
た
、
と
い
う
物
語
で
あ
る
。 

 
十
三
歳
の
少
年
が
初
め
て
書
い
た
小
説
で
あ
る
『
酸
模
』
は
、
語
り
手
の

視
点
の
混
乱
な
ど
の
問
題
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
価
値
の
高
い

作
品
と
見
ら
れ
て
い
な
い
が
、
未
熟
な
だ
け
に
作
者
の
創
作
意
図
が
よ
り
明

瞭
に
認
識
で
き
る
作
品
と
も
言
え
る
。
ま
ず
は
登
場
人
物
の
設
定
か
ら
検
討

し
て
み
よ
う
。 

 

作
品
の
主
要
な
登
場
人
物
は
秋
彦
、
脱
獄
囚
、
母
で
あ
る
。
三
人
の
登
場

人
物
は
三
つ
の
異
な
る
場
所
に
属
し
て
い
る
―
―
秋
彦
ら
子
ど
も
た
ち
の
活

動
拠
点
は
自
然
で
あ
り
、
囚
人
は
丘
の
上
に
建
つ
刑
務
所
に
属
し
、
母
は
家

に
属
し
て
い
る
。
『
酸
模
』
の
冒
頭
の
「
「
灰
色
の
家
に
近
寄
つ
て
は
不
可
ま

せ
ん
！
」
母
親
は
、
其
の
息
子
、
秋
彦
に
い
ひ
き
か
せ
た
」
（
一
五
・
五
三
）

か
ら
、
六
歳
の
秋
彦
の
活
動
範
囲
は
母
親
に
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
母
は
秋
彦
が
丘
で
遊
ぶ
こ
と
も
禁
じ
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
、

異
な
る
場
所
に
属
し
て
い
る
人
物
同
士
が
出
会
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

作
者
は
物
語
を
推
進
す
る
た
め
、
小
説
で
新
た
な
空
間
を
作
り
出
し
た
。
森

で
あ
る
。
こ
の
空
間
は
三
人
の
登
場
人
物
の
力
が
及
ば
な
い
空
間
で
あ
り
、

不
安
と
危
険
の
雰
囲
気
が
混
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
か
も
現
実
味

（
あ
る
い
は
〈
公
共
の
時
間
〉
の
感
覚
）
が
欠
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
は

秋
彦
が
森
に
入
る
時
の
描
写
で
あ
る
。 

 

 

五
時
間
も
経
つ
た
ら
う
か
、
彼
は
、
喜
び
の
中
に
身
を
ひ
た
し
て
、

時
間
の
観
念
を
忘
れ
て
ゐ
た
。
や
つ
と
我
に
か
へ
つ
た
時
は
、
も
う
日

は
楕
円
型
で
、
火
山
の
裾
に
落
ち
か
ゝ
つ
て
居
た
。
青
田
は
、
雑
木
林

に
限
ら
れ
、
そ
の
彼
方
に
、
雄
大
な
火
山
が
、
聳
え
て
ゐ
た
が
、
地
面

に
は
低
く
、
夕
靄
が
這
つ
て
来
た
。 

 

彼
は
す
つ
と
立
つ
と
、
ボ
ー
ル
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
、
小
刻
み
に

あ
る
き
、
森
の
入
口
に
来
て
、
困
惑
し
て
了
つ
た
。
昼
さ
へ
う
す
暗
い

森
の
中
は
、
日
没
に
と
も
な
つ
て
、
径
さ
へ
、
そ
の
存
在
が
明
ら
か
で

な
か
つ
た
。
彼
は
、
目
茶
苦
茶
に
、
中
へ
入
つ
て
了
つ
た
。 

 

そ
れ
が
迷
児
に
な
る
原
因
と
な
つ
た
。
（
一
五
・
五
七
） 

 

 

秋
彦
に
と
っ
て
、
自
然
は
、
現
実
・
家
か
ら
離
れ
て
時
間
の
観
念
を
忘
れ

る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
自
然
の
中
に
は
〈
公
共
の
時
間
〉

を
提
示
す
る
も
の
が
な
い
。
森
は
自
然
の
一
つ
の
場
所
で
あ
り
、
そ
の
な
か

で
は
時
間
感
覚
が
外
界
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
空
間
的
に
も
外
界
か
ら
隔
離

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
特
殊
な
空
間
は
媒
介
と
し
て
、
森
の
中
で
迷
っ
て
い
た

秋
彦
と
脱
獄
囚
を
結
び
つ
け
る
。
二
人
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
脱
獄
囚
と
秋

彦
が
時
間
を
共
有
す
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
決
定
的
な
出
来
事
が
起
こ
る
。
そ

の
瞬
間
に
、
囚
人
の
自
己
発
見
―
―
改
心
―
―
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
小
説
中
の
第
一
回
の
〈
呼
び
か
け
〉
で
あ
り
、
秋
彦
か
ら
の
無
意
識
的

な
〈
呼
び
か
け
〉
で
あ
る
。
秋
彦
は
囚
人
と
の
対
話
の
中
で
、
相
手
が
刑
務

所
に
い
る
は
ず
の
囚
人
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。 

 

 
秋
彦
は
そ
れ
を
き
く
や
否
や
、
男
の
顔
を
、
鼻
で
も
欠
け
て
ゐ
る
様

に
じ
つ
と
見
つ
め
て
叫
ん
だ
。 

 

「
そ
れ
ぢ
や
小
父
さ
ん
は
囚
人
つ
て
云
ふ
の
ね
。
そ
れ
で
刑
務
所
に
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忘
れ
物
が
あ
る
の
ね
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
取
つ
た
ら
、
又
出
て
来
な
き

や
な
ら
な
い
の
ね
」 

 
秋
彦
の
目
は
次
第
に
男
の
目
を
追
ひ
、
そ
し
て
、
カ
チ
リ
と
合
は
さ

つ
た
。
秋
彦
の
目
は
、
秋
の
湖
で
あ
る
。
澄
み
切
つ
て
湖
底
の
砂
が
数

へ
ら
れ
る
や
う
な
、
清
さ
。
何
と
い
ふ
恐
ろ
し
さ
。
凡
て
す
き
と
ほ
つ

て
、
一
点
の
曇
り
も
な
い
の
は
恐
ろ
し
い
。
ま
ん
ま
る
の
真
珠
の
た
ま

を
見
つ
め
る
時
、
暫
ら
く
の
間
は
、
そ
れ
に
さ
は
る
こ
と
を
許
さ
れ
な

い
。
お
う
、
何
と
い
ふ
恐
ろ
し
さ
だ
、
荘
厳
さ
だ
、
男
は
そ
れ
を
ま
と

も
に
受
け
て
ゐ
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
。
そ
し
て
、 

「
あ
ゝ
」 

 

と
力
な
く
答
へ
た
と
同
時
に
、
前
の
神
の
や
う
な
男
の
子
は
い
き
な

り
飛
び
つ
い
て
来
た
。
そ
し
て
差
し
出
さ
れ
た
腕
に
顔
を
埋
め
て
激
し

く
泣
い
た
。
夜
鶯
も
梢
に
と
ま
り
乍
ら
泣
い
た
。 

 

「
出
て
来
ち
や
厭
よ
。
又
あ
の
丘
で
遊
べ
な
く
な
る
ん
だ
も
の
。
早

く
あ
の
『
灰
色
の
家
』
の
中
へ
入
つ
て
。
さ
う
す
れ
ば
秋
ち
や
ん
達
も

あ
そ
べ
る
や
う
に
な
る
ん
だ
も
の
」 

「
何
故
だ
い
？
何
故
そ
ん
な
こ
と
を
？
」 

 

男
は
狼
狽
し
て
訊
ね
た
。 

「
囚
人
が
刑
務
所
か
ら
逃
げ
出
し
た
か
ら
、
遊
ん
ぢ
や
不
可
な
い
つ
て
、

母
ち
や
ま
が
…
…
」 

「
さ
う
か
…
…
」 

男
は
深
く
溜
息
を
し
た
。
そ
し
て
月
を
仰
い
だ
。
も
う
男
の
目
も
秋
彦

と
同
じ
や
う
に
澄
み
切
つ
て
ゐ
た
。
（
一
五
・
六
○
―
六
一
） 

 

秋
彦
が
「
又
出
て
来
な
き
や
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
後
、
囚
人
の
眼
に
、

六
歳
児
は
突
如
「
神
の
や
う
」
に
変
貌
し
た
。
秋
彦
と
話
を
す
る
う
ち
に
、

彼
の
目
は
、
最
初
の
「
黒
い
水
魔
の
棲
む
湖
水
の
水
の
や
う
だ
つ
た
」（
一
五
・

五
八
）
目
か
ら
「
秋
彦
と
同
じ
や
う
に
澄
み
切
つ
て
ゐ
た
」
目
に
変
わ
る
。

秋
彦
と
の
会
話
は
囚
人
に
と
っ
て
改
心
の
決
定
的
な
瞬
間
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
秋
彦
は
た
だ
丘
で
遊
び
た
い
だ
け
で
あ
り
、
勿
論
囚
人
の
神
に
な
る
つ

も
り
は
無
く
、
そ
の
後
囚
人
が
述
べ
た
経
歴
も
理
解
で
き
て
い
な
い
。
秋
彦

は
森
の
中
で
囚
人
と
時
間
を
共
有
し
、
そ
れ
は
囚
人
に
と
っ
て
決
定
的
な
瞬

間
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
秋
彦
に
と
っ
て
は
何
ら
決
定
的
な
出
来
事
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
で
秋
彦
は
変
わ
ら
な
い
ま
ま
に
森
か
ら
出
て
、
現
実
の
世
界

に
戻
っ
て
い
く 

 

改
心
し
た
囚
人
は
秋
彦
と
出
所
後
の
再
会
を
約
束
し
た
後
、
自
ら
刑
務
所

に
戻
っ
た
。
囚
人
が
出
所
し
た
後
、
他
の
子
供
た
ち
と
一
緒
に
い
る
秋
彦
に

呼
び
か
け
る
場
面
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

男
は
無
言
で
こ
ゞ
み
、
そ
し
て
酸
模
の
花
を
つ
ん
だ
。 

彼
は
子
供
達
に
一
つ
〳
〵
与
へ
る
と
、
す
る
〳
〵
と
歩
き
出
し
た
。 

男
は
振
り
向
う
と
も
し
な
か
つ
た
。
大
ま
た
に
―
―
歩
く
―
―
女
達

は
目
を
瞠
つ
て
そ
れ
を
追
つ
て
、
茫
然
と
つ
つ
た
つ
て
ゐ
た
。
泪
の
や

う
な
も
の
が
、
眼
底
か
ら
湧
き
上
が
つ
て
来
た
。 

併
し
女
達
は
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
し
た
。 

彼
女
は
、
子
供
達
の
追
は
う
と
す
る
の
を
空
し
く
止
め
て
了
つ
た
。

子
供
の
右
手
が
、
ど
れ
も
酸
模
の
花
を
握
つ
て
居
た
。 
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男
は
歩
き
歩
い
て
村
の
出
口
へ
出
た
。 

陽
は
紅
い
。 

酸
模
の
花
が
密
か
に
ゆ
れ
る
。 

南
風
で
あ
る
。 

「
―
―
お
捨
て
な
さ
い
！
―
―
」 

母
の
声
は
強
か
つ
た
。
酸
模
の
花
は
斜
陽
に
燃
え
る
土
に
落
ち
た
。

（
一
五
・
六
九
―
七
○
） 

  

囚
人
が
子
供
た
ち
に
酸
模
の
花
を
手
渡
し
た
こ
と
は
、
あ
の
夜
の
森
で
彼

が
秋
彦
と
時
間
を
共
有
し
た
こ
と
を
、
秋
彦
を
は
じ
め
と
す
る
子
供
た
ち
に

確
認
す
る
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
囚
人
か
ら

子
供
た
ち
へ
の
〈
呼
び
か
け
〉
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
囚
人
か
ら
の
〈
呼

び
か
け
〉
は
、
母
の
「
お
捨
て
な
さ
い
！
」
と
い
う
一
言
で
妨
害
さ
れ
て
し

ま
い
、
秋
彦
に
は
届
か
な
い
。
秋
彦
に
は
囚
人
と
心
を
通
い
合
わ
せ
る
決
定

的
な
瞬
間
が
起
こ
ら
な
い
。
そ
の
結
果
は
、
小
説
の
最
後
に
も
述
べ
ら
れ
て

い
る
。
大
人
に
な
っ
た
秋
彦
が
故
郷
に
帰
っ
て
き
て
、
丘
に
あ
る
囚
人
の
墓

を
見
た
と
き
、
彼
に
は
何
の
記
憶
も
蘇
ら
な
か
っ
た
。
語
り
手
は
た
だ
「
秋

彦
は
も
う
忘
れ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
」
（
一
五
・
七
一
）
と
い
う
。 

 

二
回
の
〈
呼
び
か
け
〉
か
ら
み
る
と
、
主
人
公
秋
彦
の
受
動
的
な
姿
勢
が

明
ら
か
に
な
る
。
囚
人
は
秋
彦
と
の
偶
然
の
出
会
い
を
一
種
の
天
啓
と
捉
え
、

そ
の
意
図
せ
ざ
る
〈
呼
び
か
け
〉
に
よ
っ
て
改
心
し
た
。
人
生
の
最
後
に
丘

に
墓
を
建
て
て
い
る
こ
と
も
、
秋
彦
と
の
出
会
い
の
影
響
で
あ
る
こ
と
が
推

測
で
き
る
。
だ
が
、
秋
彦
と
の
偶
然
の
出
会
い
を
一
種
の
〈
呼
び
か
け
〉
と

捉
え
た
囚
人
が
、
今
度
は
自
分
か
ら
秋
彦
に
呼
び
か
け
た
と
き
、
彼
は
秋
彦

か
ら
の
応
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
二
人
の
最
初
の
出
会
い
の
記
憶
も

秋
彦
に
は
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
二
人
の
出
会
い
は
秋
彦
を
変
え
ず
、
彼

は
元
の
ま
ま
取
り
残
さ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
『
酸
模
』
の
主
人
公
秋
彦
は
、

三
島
に
お
け
る
「
時
機
を
逸
す
る
」
人
物
の
最
初
の
モ
デ
ル
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
者
か
ら
の
〈
呼
び
か
け
〉
に
対
し
て
受

動
的
な
主
人
公
の
姿
勢
は
、
三
島
の
次
の
作
品
に
も
現
れ
て
い
る
。 

 

『
彩
絵
硝
子
』
は
『
酸
模
』
と
同
じ
く
学
習
院
の
校
内
誌
に
発
表
さ
れ
た

が
、
三
島
は
一
九
四
六
年
、
文
芸
誌
『
午
前
』
第
二
巻
第
一
号
に
再
掲
し
て

い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
三
島
は
短
い
文
章
を
綴
っ
て
い
る
。 

 

戦
後
の
や
う
や
く
訪
れ
た
安
息
の
中
で
読
み
返
し
て
み
て
、
今
の
作
者

が
こ
れ
よ
り
進
歩
し
て
来
た
の
か
ど
う
か
怪
し
ま
れ
る
。
こ
の
見
る
か

ら
に
幼
稚
な
作
物
も
、
現
在
の
作
者
に
は
、
今
よ
り
も
詩
神
の
恩
寵
は

豊
か
に
、
そ
の
庇
護
は
懇
ろ
で
あ
つ
た
時
代
の
、
懐
か
し
く
も
嫉
ま
し

い
思
ひ
出
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
二
六
・
五
九
四
） 

  

さ
ら
に
彼
は
旧
作
を
再
掲
し
た
理
由
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

単
な
る
実
験
的
な
意
味
で
、
十
六
歳
の
作
家
の
生
理
を
、
そ
の
享
け
え

た
傷
の
深
さ
の
可
能
性
と
傷
を
享
け
ま
い
と
し
て
熟
練
し
た
護
身
術
の

可
能
性
と
を
、
あ
り
の
ま
ゝ
に
観
察
し
、
何
か
の
資
料
に
役
立
て
て
い

た
だ
き
た
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
（
同
上
） 
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以
上
の
内
容
は
、
三
島
が
「
四
つ
の
処
女
作
」
で
『
彩
絵
硝
子
』
に
つ
い

て
述
べ
て
い
た
評
価
と
一
致
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る

の
は
、
三
島
の
「
享
け
え
た
傷
の
深
さ
の
可
能
性
と
傷
を
享
け
ま
い
と
し
て

熟
練
し
た
護
身
術
の
可
能
性
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
田

中
美
代
子
は
「
多
分
そ
れ
は
「
彩
絵
硝
子
」
こ
そ
“
文
体
”
を
意
識
化
し
た

最
初
の
創
作
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」（

16
）

と
述
べ
て
い
る
。
田
中
に
よ

れ
ば
、『
彩
絵
硝
子
』
は
三
島
が
自
ら
の
文
体
を
意
識
的
に
形
成
し
よ
う
と
し

た
最
初
の
試
み
と
考
え
ら
れ
、
作
者
が
戦
中
戦
後
の
価
値
理
念
を
無
視
し
、

独
自
な
思
春
期
の
主
題
を
選
ん
だ
こ
と
の
う
ち
に
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
反
時
代

的
な
意
識
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
十
六
歳
の
作
者
が
意

図
的
に
時
代
の
主
流
を
避
け
よ
う
と
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
む
し
ろ
時
代
の
先
手
を
取
ろ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
時
代
か
ら
取
り

残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
島
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

事
態
は
、
鬱
病
患
者
の
時
間
意
識
に
関
す
る
木
村
敏
の
観
察
「
一
見
将
来
に

備
え
て
の
先
走
っ
た
姿
勢
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
実
は
「
あ
と
の
ま
つ
り
」

に
な
る
こ
と
を
予
想
し
て
の
保
守
的
で
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
的
な
意
識
」

を
思
い
出
さ
せ
る
。 

 

『
彩
絵
硝
子
』
で
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
本
文
の
半
分
あ
た
り
の
と

こ
ろ
に
、
作
者
が
唐
突
に
挿
入
し
た
説
明
で
あ
る
。 

 

 

《
こ
の
作
品
の
三
つ
の
「
化
」
を
冠
と
す
る
同
時
に
起
つ
た
三
場
面

か
ら
次
の
年
の
第
二
の
場
面
に
至
る
ま
で
の
空
白
を
作
者
は
三
人
の
主

人
公
の
断
片
的
な
手
記
を
以
て
埋
め
よ
う
と
考
へ
る
。
》
（
一
五
・
四
○

七
） 

  

こ
の
読
点
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
文
は
、
明
ら
か
に
物
語
の
ほ
か
の
部
分

と
区
別
さ
れ
、
文
体
に
関
す
る
新
し
い
試
み
が
読
み
取
ら
れ
る
。
こ
の
文
の

前
で
は
、
禎
之
助
、
狷
之
助
、
宗
方
夫
人
の
順
番
で
三
人
の
主
人
公
の
物
語

が
書
か
れ
て
い
る
。
老
境
に
入
り
か
け
た
海
軍
中
将
の
宗
方
禎
之
助
の
物
語

は
「
化
粧
品
売
場
で
は
粧
つ
た
女
の
や
う
な
香
水
壜
が
な
ら
ん
で
ゐ
た
」（
一

五
・
三
八
九
）
こ
と
か
ら
展
開
し
て
い
る
。
年
若
い
養
子
で
あ
る
狷
之
助
の

物
語
の
冒
頭
は
「
化
石
の
や
う
な
性
質
が
彼
女
の
な
か
に
あ
つ
た
」（
一
五
・

三
九
四
）
で
あ
る
。
宗
方
夫
人
秋
子
に
関
す
る
部
分
は
、
「
「
化
粧
つ
て
い
ふ

も
の
は
歌
に
は
大
切
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
…
…
」
」
（
一
五
・
三
九
九
）
で
始

ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
三
人
の
物
語
は
全
て
「
化
」
を
冠
す
る
単
語
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
が
、
禎
之
助
と
夫
人
秋
子
の
部
分
は
同
じ
「
化
粧
」
と
い
う

単
語
で
あ
る
。
初
老
の
宗
方
夫
婦
は
、
同
じ
単
語
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

若
い
恋
人
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
―
―
狷
之
助
と
則
子
―
―
か
ら
分
別
さ
れ
て
い

る
。
だ
が
、
こ
の
三
つ
の
物
語
は
同
時
に
起
き
て
い
る
。 

 

こ
の
文
に
続
く
「
断
片
的
な
手
記
」
の
部
分
で
文
体
が
変
化
し
、
す
べ
て

一
人
称
の
語
り
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
誰
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
か
が

や
や
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
。
日
付
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
文
章
は
、

〈
い
ま
〉
に
生
き
て
い
る
個
人
の
意
識
の
流
れ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一

見
し
た
だ
け
で
は
名
前
が
不
明
な
人
物
た
ち
の
〈
自
己
の
時
間
〉
が
混
ざ
り

合
い
、
単
な
る
〈
公
共
の
時
間
〉
で
あ
る
日
付
に
沿
っ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

自
己
に
対
す
る
認
識
、
い
わ
ゆ
る
自
己
同
一
性

ア

イ

デ

ン

テ

ィ

テ

ィ

は
「
わ
た
し
は
わ
た
し
で
あ
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る
」
と
い
う
認
識
か
ら
発
し
、
名
前
、
年
齢
や
社
会
的
な
役
割
な
ど
を
自
分

の
属
性
と
し
て
ま
と
う
。
エ
リ
ク
ソ
ン
の
自
己
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
概
念

（

17
）

に
は
、
時
間
の
流
れ
に
関
わ
ら
ず
、
自
己
の
意
味
の
斉
一
性
と
連
続
性
が

維
持
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、「
断
片
的
な
手
記
」
の
中
の
登
場
人
物
た

ち
は
名
前
が
付
い
て
い
な
い
た
め
、
曖
昧
な
語
り
も
あ
っ
て
、
読
者
の
理
解

に
攪
乱
を
も
た
ら
す
と
同
時
に
、
登
場
人
物
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
混
乱

も
暗
示
し
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
一
度
整
理
す
る
と
、『
彩
絵
硝
子
』
は
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て

い
る
。
最
初
は
三
つ
の
「
化
」
を
発
端
と
す
る
同
じ
時
間
に
起
っ
た
登
場
人

物
三
人
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
で
あ
り
、
初
老
の
夫
婦
と
若
い
恋
人
た
ち
の
二
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
二
は
「
断
片
的
な
手
記
」
で
あ
り
、
登

場
人
物
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
混
乱
も
暗
示
し
て
い
る
。
最
後
は
少
年
少

女
た
ち
の
恋
の
発
展
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
正
面
か
ら
衝
突
す
る

部
分
、
物
語
の
最
高
潮
と
い
え
る
部
分
で
あ
る
。 

 

『
彩
絵
硝
子
』
の
第
三
段
階
に
入
っ
て
、
狷
之
助
と
則
子
の
関
係
は
親
密

に
な
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
伯
父
禎
之
助
と
狷
之
助
の
関
係
が
緊
張
し
て
い
く
。

あ
る
雷
雨
の
夜
、
則
子
と
の
約
束
の
た
め
、
家
か
ら
出
よ
う
と
す
る
狷
之
助

が
伯
父
か
ら
阻
止
さ
れ
た
の
が
き
っ
か
け
で
、
二
人
は
衝
突
す
る
。 

 

 

―
―
狷
之
助
は
は
し
や
い
で
ゐ
た
。
脚
光
の
や
う
な
稲
妻
が
彼
に
そ

れ
を
確
信
さ
せ
る
も
の
ゝ
や
う
に
。 

 

こ
の
雷
で
も
彼
女
は
約
束
を
守
る
に
ち
が
ひ
な
い
、
あ
の
小
さ
な
店

で
…
…
彼
は
身
仕
度
し
た
。
彼
は
若
い
狼
の
や
う
に
吼
え
ま
は
つ
た

…
…
。 

 

禎
之
助
氏
は
部
屋
を
出
て
き
て
そ
の
様
子
を
だ
ま
つ
て
み
て
ゐ
た
。

彼
は
別
に
怒
つ
て
ゐ
る
や
う
に
も
見
え
な
か
つ
た
。
静
か
な
運
河
の
や

う
な
青
筋
が
、
額
の
地
図
の
う
へ
に
ゑ
が
か
れ
て
ゐ
た
…
…
。 

 

狷
之
助
が
家
を
出
よ
う
と
し
た
。
彼
は
伯
父
の
と
こ
ろ
へ
行
き
、
一

寸
出
掛
け
て
き
ま
す
と
云
つ
た
。
伯
父
は
む
か
う
を
む
い
て
老
人
の
や

う
な
姿
勢
の
ま
ま
、
こ
の
雨
に
…
…
よ
し
た
ら
ど
う
だ
い
と
云
つ
た
。

甘
や
か
さ
れ
て
育
つ
た
も
の
の
通
性
で
狷
之
助
は
子
供
に
な
り
、
さ
う

し
て
怒
り
を
発
し
た
。 

 

「
ど
う
し
て
で
す
」 

 

「
い
く
な
と
い
ふ
ん
だ
」
伯
父
は
ま
だ
む
か
ら
を
む
い
た
ま
ゝ
い
つ

に
な
く
激
し
い
語
調
で
云
つ
た
。
伯
父
の
な
か
に
は
そ
れ
を
書
き
記
し
、

実
行
し
、
ま
た
改
め
た
あ
の
頑
な
な
方
針
が
、
強
く
よ
び
だ
さ
れ
白
熱

し
て
生
れ
て
ゐ
た
。
伯
父
は
そ
こ
に
最
早
別
の
意
味
を
見
る
の
で
あ
つ

た
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
う
に
も
仕
様
の
な
い
も
の
だ
つ
た
。 

 

「
ど
う
し
て
」
云
ひ
か
け
て
甥
は
は
つ
と
し
た
。 

 

無
言
の
ま
ゝ
伯
父
が
立
ち
上
り
、
ば
か
、
と
か
す
れ
た
声
で
叫
び
な

が
ら
追
ひ
か
け
て
く
る
の
だ
。
（
一
五
・
四
一
四
―
四
一
五
） 

  

「
若
い
狼
の
や
う
な
」
甥
と
「
老
人
の
や
う
な
」
伯
父
の
対
比
は
、
若
さ

と
老
い
の
対
比
で
あ
る
。
若
い
甥
の
行
動
を
傍
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
甥

の
時
間
が
共
有
さ
れ
、
甥
と
共
に
自
ら
の
青
春
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る

と
、
禎
之
助
は
そ
う
思
い
込
ん
だ
。
し
か
し
、
甥
の
恋
が
進
む
に
つ
れ
、
自
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分
の
手
が
及
ば
な
い
程
度
ま
で
発
展
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
禎
之
助
は

自
ら
の
衰
え
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
。
甥
は
過
去
の
自
分
の
青
春
を
映
す
鏡
で

は
な
く
、
自
分
の
今
の
年
老
い
を
映
し
て
く
る
鏡
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
し

た
禎
之
助
は
、
夢
が
崩
れ
て
怒
り
出
す
。 

 

空
想
の
世
界
に
落
ち
込
み
、
現
実
と
向
き
合
え
な
い
の
は
禎
之
助
だ
け
で

な
く
、
妻
の
秋
子
も
同
じ
だ
っ
た
。
禎
之
助
に
見
ら
れ
た
時
間
の
紊
乱
は
、

秋
子
の
ほ
う
に
よ
り
明
ら
か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
秋
子
が
Ｂ
夫
人
の

座
談
会
に
参
加
す
る
時
の
描
写
か
ら
検
討
し
て
み
る
。 

 

 

―
―
Ｂ
夫
人
の
男
性
排
撃
の
饒
舌
に
は
一
座
は
少
々
辟
易
も
し
退
屈

も
し
た
。
す
る
と
宗
方
夫
人
秋
子
は
、
そ
の
お
し
や
べ
り
の
な
か
に
小

さ
な
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
宗

方
夫
人
の
幼
時
の
追
憶
を
さ
そ
ひ
出
す
空
色
の
鍵
だ
つ
た
。
鍵
を
あ
け

た
扉
の
む
か
う
に
は
や
ゝ
や
つ
れ
て
灰
色
の
オ
ォ
ヴ
ァ
を
き
た
宗
方
氏

が
立
つ
て
ゐ
た
。 

「
ど
こ
へ
い
つ
て
い
ら
し
た
の
」 

「
ち
よ
つ
と
そ
こ
ま
で
」 

「
そ
こ
ま
で
？
」 

「
里
見
さ
ん
の
と
こ
で
す
よ
」 

里
見
さ
ん
の
と
こ
で
す
よ
…
…
最
後
の
言
葉
が
、
極
彩
色
の
印
刷
か

ら
は
み
だ
し
て
、
ほ
ん
も
の
に
な
つ
て
了
つ
た
花
束
の
や
う
に
空
へ
と

び
上
つ
た
。
ど
う
し
た
わ
け
か
花
は
ス
ケ
エ
ト
場
の
空
気
の
や
う
な
コ

バ
ル
ト
ブ
ル
ウ
の
靴
下
留
で
結
へ
て
あ
つ
た
。 

「
里
見
さ
ん
の
と
こ
で
す
よ
」
こ
の
言
葉
は
も
の
ゝ
一
二
時
間
ま
へ

に
狷
之
助
の
口
か
ら
き
い
た
そ
れ
で
あ
る
。 

さ
う
考
へ
る
と
、
今
灰
色
オ
ォ
ヴ
ァ
を
き
て
ゐ
る
宗
方
氏
の
顔
の
む

か
う
に
は
た
し
か
に
狷
之
助
の
姿
が
あ
つ
た
。
鼻
に
は
鼻
が
合
は
さ
つ

て
ゐ
た
し
大
き
さ
も
そ
の
ま
ゝ
だ
。 

「
ど
う
し
て
か
う
同
ん
な
じ
な
ん
で
す
の
」 

「
靴
下
留
が
一
つ
だ
か
ら
」 

「
靴
下
留
の
女
は
？
」 

「
そ
ら
、
ね
、
あ
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
す
よ
」（
一
五
・
四
○
二
―
四
○

三
） 

  

こ
の
部
分
は
明
ら
か
に
現
実
と
記
憶
が
混
乱
し
て
い
る
。
Ｂ
夫
人
の
退
屈

な
座
談
会
の
途
中
で
、
秋
子
の
思
考
は
浮
遊
し
始
め
、
時
間
感
覚
が
乱
れ
、

現
実
と
空
想
の
境
界
線
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
で
、
過
去
の
記
憶
の

中
に
現
れ
た
夫
の
顔
が
、
一
、
二
時
間
前
に
現
実
に
見
た
甥
の
顔
に
変
貌
す

る
。
そ
し
て
、
夫
と
甥
の
顔
を
混
同
し
た
彼
女
は
、「
靴
下
留
」
が
一
つ
で
あ

る
と
い
う
結
論
に
い
き
つ
く
。
彼
女
は
、
か
つ
て
彼
女
を
禎
之
助
と
結
び
つ

け
た
思
い
出
の
靴
下
留
を
、
甥
と
の
恋
仲
を
深
め
て
い
く
若
い
則
子
の
靴
下

留
と
同
一
視
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
秋
子
は
禎
之
助
と
同
じ
よ
う
に
甥

の
青
春
を
自
分
の
青
春
と
結
び
つ
け
、
甥
と
夫
を
同
一
視
し
、
甥
の
恋
人
で

あ
る
則
子
と
自
分
を
同
一
視
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
物
語
の
最
後
に
、
彼
女

は
自
ら
甥
た
ち
に
対
す
る
〈
呼
び
か
け
〉
を
行
お
う
と
す
る
。 
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則
子
が
か
ゞ
ん
で
車
輪
を
な
ほ
さ
う
と
す
る
と
、
狷
之
助
も
そ
れ
を

手
伝
ひ
た
さ
う
に
体
を
ま
げ
た
が
伯
母
の
言
葉
を
き
い
て
ま
た
身
を
起

し
た
。 

「
ね
え
則
子
さ
ん
は
空
色
の
靴
下
留
を
し
て
い
ら
つ
し
や
る
の
？
」

少
女
の
や
う
に
顔
を
あ
か
ら
め
て
お
づ
〳
〵
と
小
声
で
い
ふ
伯
母
の
言

葉
を
、
咄
嗟
に
則
子
に
き
こ
え
な
い
や
う
に
と
祈
り
な
が
ら
、
狷
之
助

は
何
か
は
づ
か
し
い
や
う
な
不
思
議
な
気
持
で
、(

ま
た
伯
母
は
そ
ん
な

と
こ
ろ
ま
で
自
分
が
知
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
関
係
の
深
さ
を
試
験
し
て
ゐ

る
の
か
し
ら
ん
と
思
つ
て)

き
い
た
。 

「
い
ゝ
え
、
ど
う
し
て
で
す
か
」 

 

「
な
ん
で
も
な
い
の
よ
、
な
ん
で
も
な
い
ん
で
す
け
ど
ね
」
…
…
い

ま
ゝ
で
確
信
し
て
ゐ
た
や
う
な
伯
母
の
顔
が
、
こ
の
と
き
俄
か
に
崩
れ

た
の
を
狷
之
助
は
感
じ
た
。
や
が
て
伯
母
は
や
ゝ
さ
び
し
さ
う
な
目
付

に
な
つ
て
、
逃
げ
て
し
ま
つ
た
鳥
を
追
ふ
と
き
の
や
う
に
遠
く
の
方
を

み
つ
め
た
…
…
。
（
一
五
・
四
一
七
―
四
一
八
） 

  

秋
子
が
発
し
た
「
則
子
さ
ん
は
空
色
の
靴
下
留
を
し
て
い
ら
つ
し
や
る
の
」

と
い
う
〈
呼
び
か
け
〉
は
、
自
分
が
則
子
と
甥
の
時
間
を
共
有
す
る
こ
と
が

で
き
る
か
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
。
だ
が
、
甥
に
は
こ
の
質
問

の
意
味
が
通
じ
ず
、〈
呼
び
か
け
〉
は
失
敗
す
る
。
老
境
に
入
る
と
い
う
現
実

に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
彼
女
は
、
も
は
や
過
去
を
取
り
返
す
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
を
知
る
。
過
去
を
現
在
と
結
び
つ
け
る
た
め
に
お
こ
な
っ
た

甥
へ
の
〈
呼
び
か
け
〉
の
必
然
の
失
敗
に
よ
り
、
彼
女
の
今
ま
で
信
じ
て
い

た
夢
が
崩
れ
て
し
ま
う
。 

 

一
方
で
、
秋
子
が
意
図
し
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
こ
の
〈
呼
び
か
け
〉
は
、

窓
か
ら
三
人
の
様
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
禎
之
助
の
耳
に
入
り
、
夫
か
ら
思

い
が
け
な
い
応
答
を
得
る
。 

 

 

「
則
子
さ
ん
は
空
色
の
靴
下
留
を
し
て
い
ら
つ
し
や
る
の
？
」
そ
れ

は
妻
の
声
だ
つ
た
。 

 

宗
方
氏
は
追
憶
で
あ
ふ
れ
さ
う
に
な
り
や
う
や
く
自
分
を
支
へ
た
。

久
し
く
見
な
か
つ
た
妻
と
し
て
の
秋
子
を
、
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
出
来

た
の
を
神
に
感
謝
し
た
。
二
つ
の
音
叉
の
や
う
に
、
彼
に
は
妻
が
そ
れ

を
言
つ
て
ゐ
る
と
き
の
気
持
が
す
つ
か
り
わ
か
つ
た
。
彼
は
う
な
づ
き
、

牧
師
の
や
う
な
顔
を
し
た
。
（
一
五
・
四
一
八
） 

  

秋
子
の
〈
呼
び
か
け
〉
を
聞
い
た
禎
之
助
は
、
自
分
と
妻
の
関
係
の
発
端

と
な
っ
た
出
来
事
に
対
す
る
妻
の
思
い
を
知
り
、
自
分
と
同
じ
心
境
を
確
認

す
る
。
甥
の
時
間
に
乗
り
そ
こ
な
っ
た
の
は
自
分
だ
け
で
な
く
、
妻
も
同
じ

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
こ
と
は
、
禎
之
助
を
「
牧
師
の
や
う
な
顔
に

し
た
」
。
〈
自
己
の
時
間
〉
が
過
去
に
縛
ら
れ
、
も
は
や
そ
れ
を
前
に
進
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
自
覚
は
、
離
れ
離
れ
身
に
な
っ
て
い
た
老
境
の

夫
婦
の
繋
が
り
を
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
秋
子
が
望
ん
で
い
た

の
は
夫
と
の
繋
が
り
の
再
確
認
で
な
く
、
甥
た
ち
の
世
代
か
ら
の
受
け
入
れ

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
秋
子
の
能
動
的
な
〈
呼
び
か
け
〉
は
失
敗
し
て

い
た
。 
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『
彩
絵
硝
子
』
に
お
い
て
、
時
間
の
構
造
と
登
場
人
物
の
対
立
が
『
酸
模
』

よ
り
強
調
さ
れ
、
成
長
す
る
時
機
を
逸
し
て
、
〈
自
己
の
時
間
〉
を
獲
得
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
後
〈
取
り
残
さ
れ
た
〉
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
主
人
公
の
特
徴
が
さ
ら
に
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
『
彩
絵
硝

子
』
で
、
〈
呼
び
か
け
〉
の
き
っ
か
け
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
「
空
色
の

靴
下
留
」
は
、
『
酸
模
』
の
中
の
「
酸
模
の
花
」
の
機
能
を
引
き
継
い
だ
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

だ
が
、
『
酸
模
』
か
ら
生
ま
れ
て
、
『
彩
絵
硝
子
』
に
よ
っ
て
引
き
つ
が

れ
た
「
時
機
を
逸
す
る
主
人
公
」
は
、
そ
の
ま
ま
に
三
島
文
学
の
文
体
に
定

着
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
『
彩
絵
硝
子
』
が
掲
載
さ
れ
た
わ
ず
か
一

年
後
、
三
島
は
あ
る
異
常
な
作
品
を
発
表
す
る
。
こ
こ
で
の
異
常
は
、
十
六

歳
の
少
年
に
と
っ
て
滅
多
に
無
い
成
功
を
手
に
入
れ
た
こ
と
と
、
今
ま
で
創

作
し
た
小
説
の
形
式
を
完
全
打
破
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。 

 

こ
の
異
常
な
作
品
の
名
前
は
『
花
ざ
か
り
の
森
』
で
あ
る
。 

 

二 

時
間
の
圧
殺—

—

『
花
ざ
か
り
の
森
』 

  

『
花
ざ
か
り
の
森
』
は
三
島
由
紀
夫
が
文
学
で
初
め
て
成
功
を
味
わ
っ
た

作
品
で
あ
り
、
ま
た
初
め
て
全
国
誌
に
発
表
し
た
小
説
で
も
あ
る
。
当
時
度
々

三
島
の
文
学
創
作
を
指
導
し
て
い
た
国
文
教
師
清
水
文
雄
は
、
三
島
か
ら
受

け
取
っ
た
『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
原
稿
を
読
ん
だ
時
の
こ
と
を
、
「
読
み
す

す
む
に
従
っ
て
、
私
の
内
に
そ
れ
ま
で
眠
っ
て
い
た
も
の
が
、
は
げ
し
く
呼

び
さ
ま
さ
れ
る
実
感
を
味
わ
っ
た
。
私
は
、
そ
の
時
の
お
の
の
き
に
似
た
感

動
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（

18
）

と
回
想
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
花
ざ

か
り
の
森
』
が
『
文
藝
文
化
』
に
掲
載
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

蓮
田
善
明
・
池
田
勉
・
栗
山
理
一
、
そ
れ
に
私
の
四
人
を
同
人
と
す
る

月
刊
雑
誌
『
文
藝
文
化
』
は
、
発
刊
以
来
す
で
に
満
三
年
を
閲
し
て
い

た
。
ま
も
な
く
学
校
が
夏
休
み
に
な
っ
た
の
で
、
同
人
相
携
え
て
伊
豆

の
修
善
寺
温
泉
へ
出
か
け
た
。
編
集
会
議
を
兼
ね
た
一
泊
旅
行
で
あ
っ

た
。
新
井
旅
館
に
落
ち
つ
く
と
、
私
は
他
の
三
君
に
、
携
え
て
い
っ
た

「
花
ざ
か
り
の
森
」
の
原
稿
を
廻
し
読
み
し
て
も
ら
っ
た
。
三
君
の
読

後
感
も
、
私
の
予
想
通
り
で
、
〈
天
才
〉
が
わ
れ
わ
れ
の
前
に
現
わ
れ

る
べ
く
し
て
現
わ
れ
た
こ
と
を
祝
福
し
あ
い
、
そ
れ
を
『
文
藝
文
化
』

九
月
号
か
ら
連
載
す
る
こ
と
に
一
決
し
た
。
（

19
） 

  

『
文
藝
文
化
』
編
集
会
議
で
全
員
の
好
評
を
受
け
た
こ
の
作
品
に
対
し
て
、

三
島
自
身
は
そ
れ
ほ
ど
満
足
し
て
い
な
い
。
一
九
六
八
年
九
月
に
自
選
短
編

集
『
花
ざ
か
り
の
森
・
憂
国
』
の
た
め
書
い
た
解
説
で
は
、
彼
は
以
下
の
よ

う
に
述
べ
て
い
た
。 

 

 
も
う
一
つ
の
戦
時
中
の
作
品
「
花
ざ
か
り
の
森
」
を
、
こ
れ
（
引
用

者
注
：
「
中
世
に
於
け
る
一
殺
人
常
習
者
の
遺
せ
る
哲
学
的
日
記
の
抜

萃
」
）
と
比
べ
て
、
私
は
も
は
や
愛
さ
な
い
。
一
九
四
一
年
に
書
か
れ
た

こ
の
リ
ル
ケ
風
な
小
説
に
は
、
今
で
は
何
だ
か
浪
曼
派
の
悪
影
響
と
、
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若
年
寄
の
や
う
な
気
取
り
ば
か
り
が
目
に
つ
い
て
仕
方
が
な
い
。
十
六

歳
の
少
年
は
、
独
創
性
へ
手
を
の
ば
さ
う
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
手
が

届
か
な
い
の
で
、
仕
方
な
し
に
気
取
つ
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

因
み
に
言
ふ
が
、
本
短
編
集
の
題
名
を
ど
う
し
て
も
「
花
ざ
か
り
の
森
」

と
し
た
い
出
版
社
の
意
向
に
よ
つ
て
、
私
は
や
む
な
く
こ
れ
を
選
ん
だ
。

（
三
五
・
一
七
三
） 

 

 

『
花
ざ
か
り
の
森
』
は
、
当
時
三
島
が
愛
読
し
て
い
た
名
作
を
模
倣
し
た

と
こ
ろ
が
多
く
、
日
本
浪
曼
派
の
影
響
も
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
が
『
彩
絵
硝
子
』
の
発
表
か
ら
わ
ず
か
一
年
で
、
三
島
の
文
体
が
大
き
く

変
わ
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
前
作
（
『
酸
模
』
と
『
彩
絵
硝
子
』
）

と
違
っ
て
、
『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
主
題
は
自
己
の
探
求
で
は
な
く
、
物
語

内
部
の
時
間
構
造
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
〈
時
機
を
逸
す
る
〉

と
い
っ
た
主
題
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。 

 

『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
時
間
構
造
に
つ
い
て
、
井
上
隆
史
は
以
下
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。 

 

作
中
に
お
け
る
「
わ
た
し
」
の
ま
な
ざ
し
は
、
常
に
自
分
自
身
の
過
去

に
、
さ
ら
に
先
祖
た
ち
の
過
去
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、「
な
ん
の

ゆ
か
り
も
な
い
土
地
」
と
新
た
な
「
聯
関
」
を
持
つ
こ
と
を
予
感
し
、

祖
先
か
ら
の
系
譜
が
こ
の
「
わ
た
し
」
に
お
い
て
「
滔
々
と
し
た
大
川
」

に
な
る
こ
と
を
予
知
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、「
わ
た
し
」
の
ま
な
ざ
し

は
、
未
来
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
、

未
来
志
向
と
過
去
志
向
は
別
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
相
俟
っ
て
、

「
わ
た
し
」
の
現
在
が
生
き
ら
れ
て
い
る
。（

20
） 

  

主
人
公
「
わ
た
し
」
は
、
祖
先
た
ち
の
過
去
に
憑
依
し
て
時
間
を
超
越
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
「
序
の
巻
」
で
は
、
次
の
章
で

語
る
祖
先
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
、
「
祖
先
は
し
ば
し
ば
、
ふ
し
ぎ
な
方
法

で
わ
れ
わ
れ
と
邂
逅
す
る
」
（
一
五
・
四
七
八
）
と
予
言
し
て
い
る
。
つ
ま

り
、
「
わ
た
し
」
の
い
る
現
在
は
、
過
去
と
未
来
と
隔
た
り
な
く
つ
な
が
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
構
造
は
、
明
ら
か
に
前
作
の
結
び
つ

か
な
い
過
去
と
未
来
の
構
造
と
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
三
島
は
な
ぜ
『
彩

絵
硝
子
』
を
発
表
し
た
一
年
後
、
全
く
異
な
る
時
間
構
造
を
作
り
上
げ
た
だ

ろ
う
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
井
上
の
推
測
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。 

 

一
九
四
一
年
の
『
文
芸
文
化
』
は
新
機
軸
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
お
り
、

三
島
は
直
接
的
で
は
な
い
に
せ
よ
清
水
か
ら
何
ら
か
の
誘
い
に
応
じ
て
、

あ
え
て
『
文
芸
文
化
』
の
理
念
に
沿
う
よ
う
に
意
識
し
な
が
ら
「
花
ざ

か
り
の
森
」
を
書
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。（

21
） 

  
さ
ら
に
、
先
の
清
水
文
雄
が
一
九
三
九
年
に
『
文
芸
文
化
』
で
発
表
し
て

い
た
文
章
「
憧
憬
の
姿
勢
―
―
更
級
日
記 

二
」
に
触
れ
て
、
井
上
は
清
水

の
古
典
に
対
す
る
態
度
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。 

 

「
希
求
」
や
「
憧
憬
」
と
い
う
未
来
志
向
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
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の
未
来
志
向
は
先
蹤
と
な
る
歌
や
既
存
の
物
語
へ
の
傾
倒
と
い
う
過
去

志
向
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
（
中
略
） 

 
こ
れ
は
「
古
典
の
権
威
は
地
に
堕
ち
た
」
と
い
う
現
実
に
抗
っ
て
「
古

典
黎
明
を
呼
ぶ
」
と
い
う
『
文
芸
文
化
』
の
理
念
を
、
作
品
解
釈
と
い

う
次
元
に
お
い
て
具
体
的
に
実
践
す
る
も
の
だ
と
言
え
る(

古
典
＝
過

去
志
向
、
黎
明
＝
未
来
志
向)

。
同
時
に
、
「
花
ざ
か
り
の
森
」
の
時
間

構
造
と
も
見
事
に
共
鳴
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
清
水
の
文

学
観
は
学
習
院
で
の
授
業
に
も
お
の
ず
と
反
映
し
て
い
た
に
違
い
な
い

の
で
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
三
島
が
、
自
身
の
作
品
世
界
に
、
清
水
文

雄
―
『
文
芸
文
化
』
の
理
念
に
沿
う
時
間
構
造
を
取
り
入
れ
た
と
見
る

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
「
花
ざ
か
り
の
森
」
の
時
間
構

造
は
一
面
に
お
い
て
プ
ル
ー
ス
ト
に
触
発
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
が
、

清
水
―
『
文
芸
文
化
』
に
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
い
っ
そ
う
明
確

な
形
を
帯
び
て
、「
花
ざ
か
り
の
森
」
の
作
品
世
界
の
生
誕
へ
と
つ
な
が

る
の
で
あ
る
。（

22
） 

 

 

井
上
に
よ
る
と
、
『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
時
間
構
造
は
、
あ
え
て
『
文
芸

文
化
』
の
理
念
に
従
っ
て
創
作
さ
れ
て
い
る
。
『
酸
模
』
と
『
彩
絵
硝
子
』

で
芽
生
え
て
い
た
「
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
」
的
な
時
間
構
造
を
、
三
島

は
意
図
的
に
圧
殺
し
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

『
花
ざ
か
り
の
森
』
と
前
二
作
と
の
不
同
は
時
間
構
造
だ
け
で
は
な
く
、

語
り
手
の
設
定
も
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
『
酸
模
』
と
『
彩
絵
硝
子
』

に
お
け
る
三
人
称
の
透
明
な
語
り
手
と
は
異
な
り
、
『
花
ざ
か
り
の
森
』
で

は
曖
昧
な
身
分
の
一
人
称
の
語
り
手
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
語
り
手
の
身

分
に
つ
い
て
、
菅
原
洋
一
は
「
こ
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
性
別
も
年
齢
も

曖
昧
な
の
で
あ
る
が
、
た
だ
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
の
祖
先
た
ち
の

生
と
同
化
し
、
つ
い
に
は
「
死
に
似
た
静
謐
」
ま
で
も
掌
中
に
収
め
て
し
ま

う
人
物
な
の
で
あ
る
」
（

23
）

と
指
摘
し
て
い
る
。
岡
田
隆
彦
も
、
「
語
り
手
の

「
わ
た
し
」
が
ど
ん
な
人
物
な
の
か
、
よ
く
つ
か
め
な
い
。
そ
れ
に
、
一
種

構
え
た
感
じ
の
気
障
と
さ
え
思
わ
れ
る
語
り
口
を
気
に
し
て
い
る
と
、
そ
れ

ぞ
れ
時
代
の
こ
と
な
る
五
章
の
進
展
に
素
直
に
つ
い
て
ゆ
け
な
く
な
る
」（

24
）

と
述
べ
て
い
る
。
有
元
伸
子
は
、
『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
語
り
手
で
あ
る
「
わ

た
し
」
は
男
性
で
あ
り
、
「
「
杖
を
曳
く
」
ほ
ど
の
年
齢
」
（

25
）

と
推
論
し
て

い
る
が
、
杖
は
近
世
に
お
い
て
伊
達
な
若
者
の
ア
ク
セ
サ
リ
ー
と
な
っ
て
お

り
、
女
性
用
も
あ
っ
た
か
ら
、
確
実
と
は
い
え
な
い
（

26
）

。 

 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
花
ざ
か
り
の
森
』
の
語
り
手
の
身
分
は
幾
つ
も
の
謎

に
包
ま
れ
て
い
る
。
年
齢
も
性
別
も
曖
昧
不
明
な
語
り
手
は
、
自
由
自
在
に

幾
つ
も
の
祖
先
の
時
代
を
横
断
し
、
全
知
の
視
点
か
ら
過
去
に
つ
い
て
述
べ

る
姿
勢
に
お
い
て
、
ま
る
で
時
間
を
超
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
実
は
、

作
者
自
身
が
物
語
の
最
初
で
、
語
り
手
の
こ
の
特
性
を
暗
示
し
て
い
た
。「
祖

先
は
し
ば
し
ば
、
ふ
し
ぎ
な
方
法
で
わ
れ
わ
れ
と
邂
逅
す
る
」
（
一
五
・
四

七
八
）
。
ひ
と
は
そ
れ
を
し
ば
し
ば
「
紋
付
と
袴
を
つ
け
た
大
ま
か
な
老
人

を
想
像
す
る
」
（
一
五
・
四
七
九
）
が
、
「
度
々
、
背
広
を
き
た
青
年
で
あ

つ
た
り
、
若
い
女
で
あ
つ
た
り
す
る
」
（
同
上
）
の
だ
。
こ
の
変
幻
自
在
な

外
見
の
持
ち
主
は
、
祖
先
で
あ
る
が
、
そ
し
て
語
り
手
の
化
身
と
も
見
え
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
祖
先
と
語
り
手
は
時
間
と
い
う
同
じ
川
の
両
端
に
い
て
、
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同
じ
川
を
眺
め
て
い
る
対
等
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
酸
模
』
と
『
彩
絵

硝
子
』
で
現
在
と
過
去
を
隔
て
て
い
た
深
淵
は
、
『
花
ざ
か
り
の
森
』
で
消

滅
し
、
過
去
、
現
在
、
未
来
が
一
本
の
川
の
よ
う
に
三
つ
の
状
態
で
流
転
し
、

主
人
公
が
こ
の
川
と
共
に
「
死
に
似
た
静
謐
」
へ
流
さ
れ
て
い
く
。 

 

三
島
が
好
評
を
お
さ
め
た
『
花
ざ
か
り
の
森
』
を
好
ま
ず
、
の
ち
の
「
四

つ
の
処
女
作
」
に
も
含
め
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
、
本
来
彼
の
心
を
占
め

て
い
た
「
時
間
」
の
問
題
を
抑
圧
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
そ
の
後
、

こ
の
抑
圧
に
対
す
る
反
動
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
「
時
間
」
と
「
時

機
」
の
問
題
を
主
題
と
す
る
初
期
の
傑
作
『
煙
草
』
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。 

 

三 

「
時
機
を
逸
す
る
」
主
人
公
の
復
帰—
—

『
煙
草
』 

  

『
煙
草
』
は
一
九
四
六
年
六
月
、
川
端
康
成
の
推
薦
に
よ
っ
て
、
文
藝
誌

『
人
間
』
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。『
煙
草
』
は
三
島
由
紀
夫
の
文

壇
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
り
、
ま
た
初
め
て
同
性
愛
を
扱
っ
た
小
説
で
も
あ
る
。

三
島
由
紀
夫
は
、
一
九
四
六
年
一
月
十
八
日
に
『
煙
草
』
の
初
稿
を
完
成
し
、

同
月
二
十
六
日
に
そ
の
一
部
を
改
訂
し
た
。 

 

中
学
生
で
あ
る
主
人
公
の
性
的
指
向
の
探
求
を
め
ぐ
っ
て
書
か
れ
た
小
説

『
煙
草
』
は
、
到
底
敗
戦
直
後
の
空
気
と
合
わ
な
い
作
品
で
あ
っ
た
が
、
逆

に
こ
れ
を
読
ん
で
「
し
ま
っ
た
と
狼
狽
し
た
気
持
」（

27
）

に
な
っ
た
と
い
う
読

者
も
い
る
。
村
松
定
孝
は
、
初
め
て
『
煙
草
』
を
読
み
終
わ
っ
た
時
の
体
験

に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。 

「
煙
草
」
の
み
ず
み
ず
し
さ
に
虚
を
つ
か
れ
、
俺
だ
っ
て
、
こ
う
い
う

も
の
を
嘗
て
は
書
い
て
み
た
い
と
お
も
っ
た
こ
と
も
あ
る
の
に
、
時
代

に
不
向
き
だ
と
い
う
お
も
わ
く
か
ら
捨
て
て
し
ま
っ
て
、
明
治
文
学
の

研
究
な
ど
と
い
う
古
本
漁
り
の
陰
気
な
仕
事
に
お
も
む
い
た
の
は
、
一

生
の
不
覚
だ
っ
た
と
、
も
う
居
て
も
立
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
く
ら
い
取

り
乱
し
た
感
情
に
お
そ
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。（

28
） 

  

こ
の
作
品
に
お
い
て
、『
花
ざ
か
り
の
森
』
で
抑
圧
さ
れ
た
時
間
錯
誤
と
自

己
発
見
へ
の
探
求
と
い
う
二
つ
の
傾
向
が
再
び
現
れ
て
い
る
。
『
煙
草
』
の

物
語
の
最
初
、
三
島
は
主
人
公
を
通
じ
て
、
自
己
確
立
の
方
法
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。 

 

彼
は
あ
る
ひ
は
大
人
と
し
て
、
時
に
は
子
供
と
し
て
迎
へ
ら
れ
る
。
そ

れ
は
彼
に
確
か
な
も
の
が
欠
け
て
ゐ
る
せ
ゐ
だ
ら
う
か
。
否
、
お
も
ふ

に
少
年
期
に
は
他
の
ど
こ
に
も
求
め
が
た
い
確
か
な
も
の
が
在
つ
て
、

彼
は
そ
れ
に
名
を
与
へ
た
い
と
悩
ん
で
ゐ
る
。
そ
れ
が
成
長
だ
。
彼
は

や
う
や
う
名
を
与
へ
た
。
成
功
が
彼
を
安
心
さ
せ
、
誇
り
高
く
さ
せ
る
。

が
、
名
の
与
へ
ら
れ
た
時
、
刹
那
に
そ
の
確
か
な
あ
る
も
の
は
、
名
の

与
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
時
と
別
な
も
の
に
変
つ
て
し
ま
ふ
。
し
か
も
こ
の

こ
と
に
さ
へ
彼
は
気
が
つ
か
な
く
な
る
。
即
ち
彼
は
成
人
し
た
の
だ
。

（
一
六
・
三
四
五
―
三
四
六
） 

  

少
年
期
に
あ
ら
わ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
定
さ
と
、
そ
れ
を
「
確
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か
な
も
の
」
へ
帰
着
さ
せ
よ
う
と
す
る
願
望
の
矛
盾
は
、『
煙
草
』
の
物
語
の

中
心
で
あ
る
。
こ
の
不
安
定
な
状
態
を
抜
け
出
す
た
め
に
は
自
己
に
名
を
与

え
る
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
名
を
与
え
た
瞬
間
に
そ
れ
は
変
わ
っ
て
し
ま
い
、

取
り
返
し
の
つ
か
な
い
変
化
が
起
き
て
し
ま
う
。 

 

『
煙
草
』
の
中
に
あ
る
決
定
的
な
瞬
間
、
い
わ
ゆ
る
〈
呼
び
か
け
〉
は
、

明
瞭
に
読
者
た
ち
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
主
人
公
の
二
回
の
喫
煙
体
験

と
繋
が
っ
て
い
る
。 

 

華
族
学
校
の
生
徒
で
あ
る
主
人
公
「
私
」
は
、
校
舎
の
近
く
あ
る
森
の
中

を
散
歩
し
て
い
た
時
、
偶
然
に
煙
草
を
吸
っ
て
い
る
二
人
の
上
級
生
と
出
会

う
。
上
級
生
の
一
人
が
「
私
」
に
声
を
か
け
、
煙
草
を
勧
め
る
。 

 

そ
し
て
坐
つ
た
私
へ
煙
草
の
函
を
す
ゝ
め
た
。
私
は
吃
驚
し
て
押
し
か

へ
し
た
。「
い
ゝ
か
ら
吸
つ
て
見
ろ
よ
。
お
菓
子
よ
り
美
味
い
ん
だ
ぞ
。
」

「
だ
つ
て
…
…
」
彼
は
自
分
で
更
に
一
本
煙
草
へ
火
を
つ
け
る
と
む
り

や
り
に
私
の
手
に
持
た
せ
、「
吸
は
な
い
と
火
が
消
え
て
し
ま
ふ
」
と
云

つ
た
。
私
は
そ
れ
を
吸
つ
た
。
（
一
六
・
三
四
九
） 

  

大
人
向
け
の
煙
草
に
は
、
禁
忌
や
危
険
、
誘
惑
の
息
吹
が
混
在
し
て
お
り
、

主
人
公
に
煙
草
を
勧
め
る
上
級
生
の
伊
村
は
エ
デ
ン
の
園
で
イ
ブ
に
禁
断
の

果
実
を
勧
め
て
誘
惑
す
る
蛇
の
よ
う
に
、
む
り
や
り
に
「
私
」
に
煙
草
を
吸

わ
せ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
主
人
公
は
初
め
て
同
性
に
性
的
な
魅
力
を
惹
き
つ

け
ら
れ
る
。
主
人
公
は
こ
の
初
め
て
の
喫
煙
体
験
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。 

間
服
の
背
を
固
い
草
の
葉
が
刺
し
た
。
は
じ
め
て
喫
ん
だ
煙
草
を
高
く

掲
げ
て
、
目
は
半
ば
閉
ぢ
、
私
は
午
後
の
く
す
ん
だ
空
の
青
へ
煙
が
流

れ
て
ゆ
く
の
を
見
飽
か
な
か
つ
た
。
い
か
に
も
優
雅
に
煙
は
昇
つ
た
。

澱
ん
で
、
あ
る
か
な
き
か
に
立
ち
迷
う
た
。
そ
れ
は
恰
か
も
覚
め
ぎ
は

の
夢
の
や
う
で
、
結
ぼ
ほ
れ
か
か
つ
て
は
甲
斐
な
く
解
け
て
ゆ
く
の
で

あ
つ
た
。
…
… 

 

か
う
し
た
麻
酔
に
か
け
ら
れ
た
時
間
を
破
つ
て
、
や
さ
し
い
熱
い
声

を
私
は
耳
許
に
き
い
た
。「
君
名
前
は
何
て
い
ふ
の
」
煙
草
を
く
れ
た
人

が
さ
う
言
つ
て
ゐ
る
。
私
は
わ
が
耳
を
疑
つ
た
。
そ
れ
は
い
つ
か
ら
と

も
な
く
私
が
待
ち
こ
が
れ
て
ゐ
た
声
で
は
な
か
つ
た
か
。（
一
六
・
三
五

〇
） 

  

見
ず
知
ら
ず
の
上
級
生
か
ら
、
禁
忌
を
表
す
煙
草
一
本
を
渡
さ
れ
て
、「
私
」

が
煙
草
を
吸
う
時
の
空
を
眺
め
る
描
写
に
も
、「
そ
れ
は
恰
か
も
覚
め
ぎ
わ
の

夢
の
よ
う
で
」
に
も
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
雰
囲
気
が
漂
っ

て
い
る
。
こ
の
「
待
ち
こ
が
れ
て
い
た
声
」
が
意
味
す
る
の
は
、
単
に
同
年

代
の
少
年
た
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
い
と
い
う
気
持
ち
な
の
か
、
そ
れ
と
も

好
感
の
持
て
る
同
性
に
興
味
を
引
か
れ
て
い
る
の
か
は
曖
昧
だ
が
、「
私
」
は

家
に
帰
る
と
、
「
罪
の
怖
ろ
し
さ
」
（
一
六
・
三
五
一
）
を
感
じ
出
す
。
こ
の

「
罪
」
は
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
煙
草
を
吸
っ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
初
め
て

同
性
の
性
的
な
魅
力
に
気
づ
い
た
こ
と
を
意
味
し
、
「
少
年
」
と
「
異
性
愛
」

と
い
う
二
つ
の
境
界
線
を
越
え
て
、
初
め
て
「
大
人
」
の
世
界
、
さ
ら
に
は

「
同
性
愛
」
の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。「
罪
」
を
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感
じ
る
と
共
に
、
主
人
公
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
揺
ら
い
で
い
る
。
そ
れ

で
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
帰
属
先
を
見
つ
け
た
い
主
人
公
は
、
自
分
の
欲

望
を
喚
起
し
た
上
級
生
伊
村
に
助
け
を
求
め
る
。
し
か
し
、
主
人
公
の
同
性

愛
性
向
の
誘
発
者
で
あ
る
伊
村
の
性
的
指
向
そ
れ
自
体
は
曖
昧
な
も
の
で
あ

る
。
主
人
公
は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
た
め
、
そ
し
て
、

伊
村
の
思
い
を
確
か
め
る
た
め
、
伊
村
へ
能
動
的
に
〈
呼
び
か
け
〉
、
「
た
ば

こ
一
本
下
さ
い
」（
一
六
・
三
五
七
）
と
請
う
。
こ
れ
に
対
す
る
、
伊
村
の
反

応
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。 

 

伊
村
の
色
濃
く
流
線
を
ゑ
が
い
て
ゐ
る
眉
が
こ
の
時
少
し
歪
ん
だ
や
う

だ
つ
た
。
し
か
し
快
活
に
ケ
ー
ス
か
ら
一
本
と
り
出
す
と
、「
本
当
に
吸

へ
る
の
か
」
と
言
つ
て
私
に
わ
た
し
た
。
は
つ
き
り
と
そ
れ
を
言
ひ
あ

ら
は
す
こ
と
は
困
難
だ
つ
た
が
、
今
私
が
伊
村
に
望
ん
で
ゐ
た
答
は
全

く
別
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
唯
一
つ
の
正
し
い
答
に
私
は
凡
て
を
賭
け

て
ゐ
た
筈
だ
つ
た
。
私
の
異
様
な
決
心
も
、
そ
の
決
心
を
促
し
て
来
た

異
様
な
胸
苦
し
さ
も
、
さ
う
し
た
期
待
の
下
に
の
み
生
れ
え
た
筈
だ
つ

た
。
し
か
し
更
に
大
き
な
意
味
は
、
た
ゞ
そ
の
答
で
も
つ
て
、
私
の
こ

れ
か
ら
の
生
き
方
を
さ
へ
逸
速
く
決
定
し
て
し
ま
ひ
た
い
と
希
ふ
不
可

解
な
焦
躁
の
な
か
に
、
在
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
こ
ま
で
ふ
り

か
へ
る
気
力
が
も
う
私
に
は
な
か
つ
た
。
言
葉
が
通
じ
な
い
の
で
最
大

の
悲
し
み
を
訴
へ
る
た
め
に
飼
主
の
目
を
じ
つ
と
み
つ
め
る
術
し
か
し

ら
な
い
羊
の
や
う
に
、
私
は
ぼ
ん
や
り
と
伊
村
を
見
て
ゐ
た
。
―
―
何

も
か
も
い
や
に
な
つ
た
。
（
同
上
） 

 

主
人
公
に
と
っ
て
、
「
た
ば
こ
」
は
も
は
や
倒
錯
の
欲
望
の
象
徴
で
あ
り
、

彼
が
伊
村
に
要
求
す
る
の
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
承
認
で
あ
る
。
主
人
公

が
「
一
生
懸
命
」
に
「
凡
て
賭
け
て
い
た
」
答
え
は
、「
本
当
に
吸
え
る
の
か
」

で
な
く
、
「
私
は
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
同
性
愛
者
な
の
で
は
な
い
で
す
か
」

と
い
う
問
い
へ
の
答
え
で
あ
り
、
同
性
愛
者
と
し
て
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
承
認
し
て
ほ
し
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
己
同
一
性

の
混
沌
か
ら
の
脱
出
を
急
ぐ
「
私
」
は
、
他
人
の
言
葉
で
自
分
の
方
向
を
導

い
て
ほ
し
い
と
願
う
。
し
か
し
、
伊
村
は
「
私
」
の
〈
呼
び
か
け
〉
に
内
包

さ
れ
て
い
る
本
当
の
要
求
を
回
避
し
、「
私
」
の
期
待
し
て
い
る
答
え
を
与
え

な
か
っ
た
。
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
定
す
る
時
機
を
逸
し
た
「
私
」

は
、「
確
か
な
も
の
」
に
名
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
故
、
少
年
期
か

ら
成
人
へ
の
進
行
も
中
断
さ
れ
、
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
を
悩
ん
で
、「
不
可
解

な
焦
燥
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
。 

 

『
煙
草
』
で
語
ら
れ
た
「
時
間
」
の
ド
ラ
マ
は
、『
花
ざ
か
り
の
森
』
で
抑

圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
で
あ
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
『
酸
模
』
と
『
彩
絵
硝
子
』

の
う
ち
に
萌
芽
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
も
の
の
開
花
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
過
程
で
次
第
に
定
型
さ
れ
て
く
る
「
時
機
を
逸
し
て
し
ま
っ
て
取
り
残
さ

れ
る
」
主
人
公
は
、
三
島
の
爾
後
の
作
家
生
涯
で
創
り
出
し
た
多
数
の
作
品

の
中
に
み
ら
れ
る
。 

 

『
煙
草
』
が
発
表
さ
れ
た
三
年
後
、
同
じ
く
同
性
愛
の
題
材
を
扱
っ
て
い

る
三
島
の
自
伝
的
な
長
編
小
説
の
『
仮
面
の
告
白
』（
一
九
四
九
年
）
が
出
版

さ
れ
た
。
キ
ー
ス
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
は
、『
仮
面
の
告
白
』
の
分
析
に
お
い
て
、

「
男
性
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
と
い
う
概
念
を
提
起
し
て
い
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る
。 

 
「
男
性
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
で
は
、
男
性
間
の
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
「
性
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
で
は
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
は
男
同
士
の
欲
望
は
思
春
期
に
特
有
の
あ
る
発
達
段
階
の
１
つ

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
て
、
つ
ま
り
は
「
だ
れ
も
が
一
度
は
通
る
道
」

で
あ
っ
て
、
心
配
し
な
く
て
も
最
終
的
に
は
必
然
的
に
、
大
人
に
な
っ

た
ら
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
異
性
愛
）
に
取
っ
て
変
わ
ら
れ
る

ん
だ
よ
、
と
言
う
わ
け
な
ん
で
す
ね
。（

29
） 

  

ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
に
よ
る
と
、
思
春
期
に
現
れ
た
男
性
同
性
間
の
欲
望
は
一

過
性
と
い
う
特
徴
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
少
年
は
こ
の
一
過
性
の
発

達
段
階
を
過
ぎ
れ
ば
、
最
終
的
に
は
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
異
性
愛
）

に
進
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
『
仮
面
の
告
白
』

に
お
い
て
登
場
す
る
の
は
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
か
ら
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ュ
ア

ル
へ
の
進
行
過
程
で
、
転
換
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
を
逸
し
て
、
最
終
的
に
ヘ
テ

ロ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
で
き
な
い
主
人
公

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
三
島
の
初
期
短
編
に
お
い
て
、
物
語
の
構
造

の
根
本
で
あ
っ
た
「
時
間
錯
誤
」
か
ら
の
発
展
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。 

 

旧
家
の
出
で
誇
り
高
く
、
家
業
の
不
振
に
苦
々
し
い
感
情
を
抱
え
込
ん
で

い
る
祖
母
の
そ
ば
で
育
て
ら
れ
た
三
島
は
、
華
族
生
活
へ
の
憧
れ
だ
け
で
な

く
、
過
去
に
足
止
め
を
食
ら
い
、
過
去
と
現
在
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
い
う
時
間
認
識
も
引
き
継
い
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
五
歳
で

自
家
中
毒
に
罹
り
、
死
に
か
け
て
い
た
状
態
か
ら
息
を
吹
き
返
し
た
と
い
う
、

最
初
の
生
き
残
る
経
験
と
、
誤
診
に
よ
っ
て
入
隊
を
免
じ
ら
れ
て
生
き
残
っ

た
経
験
は
、
三
島
の
〈
決
定
的
瞬
間
を
逸
す
る
〉
・
〈
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ

ム
〉
的
特
性
に
強
い
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。〈
自
己
の
時
間
〉
の
形

成
は
、
自
己
同
一
性
の
形
成
で
あ
る
。
三
島
は
『
私
の
遍
歴
時
代
』（
一
九
六

三
年
）
で
、
疾
風
怒
濤
の
時
代
を
迎
え
た
戦
後
文
壇
に
対
し
て
、「
私
も
内
心
、

さ
う
い
ふ
波
に
乗
り
た
い
気
が
あ
つ
た
が
」（
三
二
・
二
八
二
）
、「
二
十
歳
で

早
く
も
、
時
代
お
く
れ
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
自
分
を
発
見
し
た
」（
同
上
）
と
、

苦
々
し
い
気
持
ち
を
語
っ
て
い
た
。
だ
が
、
自
覚
す
る
と
し
な
い
と
に
か
か

わ
ら
ず
、
こ
の
望
ま
な
い
「
時
間
錯
誤
」
と
「
時
代
錯
誤
」
は
、
そ
の
後
も

変
わ
り
な
く
、
三
島
の
文
学
及
び
人
生
の
主
題
に
な
っ
て
い
る
。 

 

〈
注
〉 

（
1
）
野
口
武
彦
、
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』
、
講
談
社
、
一
九
六
八
年
、
七
頁 

（
2
）
三
島
由
紀
夫
、『
決
定
版 

三
島
由
紀
夫
全
集
三
六
』
、
新
潮
社
、
二
○
○
三
年
、

二
○
二
頁
。
以
後
、
こ
の
全
集
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
括
弧
に
入
れ
て
巻

数
と
頁
数
を
示
す
。 

（
3
）
中
村
光
夫
、
臼
井
吉
見
、「
現
代
作
家
論
（
五
）
三
島
由
紀
夫
（
対
談
）
」
、『
文

学
界
』
、
文
化
公
論
社
、
六
巻
一
一
号
、
一
九
五
二
年
、
一
六
○
頁 

（
4
）
本
多
秋
五
、『
物
語
戦
後
文
学
史
（
全
）
』
、
新
潮
社
、
一
九
六
六
年
、
三
六
三

頁 

（
5
）
同
上
、
三
六
七
頁 

（
6
）
同
上
、
三
六
八
頁 

（
7
）
野
口
武
彦
、
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』
、
講
談
社
、
一
九
六
八
年
、
七
一
頁 

（
8
）
同
上
、
七
二
頁 



現代社会文化研究 No.75 2022 年 11 月 

 (35) 

（
9
）
同
上 

（
10
）
内
海
健
、『
金
閣
を
焼
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
』
、
河
出
書
房
新
社
、
二
○
二
○
年
、

一
一
五
頁 

（
11
）
同
上 

（
12
）
木
村
敏
、
『
時
間
と
自
己
』
、
中
公
新
書
、
一
九
八
二
年
、
五
七
頁 

（
13
）
同
上
、
六
一
頁 

（
14
）
同
上
、
一
○
八
頁 

（
15
）「
時
機
を
逸
す
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
、
木
村
敏
「
タ
イ
ミ
ン
グ
と
自
己
」
、『
偶

然
性
の
精
神
病
理
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
参
照
。 

（
16
）
田
中
美
代
子
、「
少
年
の
闘
い
―
―
「
彩
絵
硝
子
」
か
ら
―
―
」
、『
三
島
由
紀

夫
研
究
』
一
三
期
、
二
○
一
三
年
、
六
頁 

（
17
）
エ
リ
ク
ソ
ン
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
・
Ｈ
・
エ
リ
ク

ソ
ン
『

主

体

性

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ 

［
青
年
と
危
機
］
』
、
岩
瀬
庸
理
訳
、
北
望
社
、
一
九
六
九

年
参
照 

（
18
）
清
水
文
雄
、「
「
花
ざ
か
り
の
森
」
を
め
ぐ
っ
て
」
、『
続 
河
の
音
』
、
王
朝
文
学

の
会
、
一
九
八
四
年
、
一
九
九
頁 

（
19
）
同
上 

（
20
）
井
上
隆
史
、『
暴
流
の
人 

三
島
由
紀
夫
』
、
平
凡
社
、
二
○
二
○
年
、
八
二
頁 

（
21
）
同
上
、
九
○
頁 

（
22
）
同
上
、
八
八
頁
、
八
九
頁 

（
23
）
菅
原
洋
一
、「
花
ざ
か
り
の
森
」
、『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
六
五
（
一
一
）
、
二

○
○
○
年
、
六
四
頁 

（
24
）
岡
田
隆
彦
、
「
「
花
ざ
か
り
の
森
」
に
つ
い
て
―
―
「
海
」
へ
の
と
お
い
距
離

の
物
語
」
、
『
國
文
學 

: 

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
三
一
（
八
）
、
一
九
八
六

年
、
四
四
頁 

（
25
）
有
元
伸
子
、
「
『
花
ざ
か
り
の
森
』
論
―
―
女
性
の
「
み
祖
」
の
物
語
―
―
」
、

『
国
文
学 

: 

解
釈
と
鑑
賞
』
五
七
（
九
）
、
一
九
九
二
年
、
五
九
頁 

（
26
）
矢
野
憲
一
、「
杖
の
い
ろ
い
ろ
―
―
近
世
」
、『
杖
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九

九
八
年
、
一
六
六
頁 

（
27
）
村
松
定
孝
、「
〔
浮
説
昭
和
文
壇
史
十
〕
三
島
由
紀
夫
の
「
煙
草
」
を
め
ぐ
っ
て
」
、

『
文
学
者
』
三
巻
十
一
号
、
『
文
学
者
』
発
行
所
、
一
九
六
○
年
、
六
一
頁
、

六
二
頁 

（
28
）
同
上
、
六
二
頁
、
六
三
頁 

（
29
）
キ
ー
ス
・
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
、
「
失
わ
れ
た
欲
望
を
求
め
て―

―

『
仮
面
の
告

白
』
に
お
け
る
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
」
、
『
「
場
所
」
の
記
憶

―
―

テ
ク
ス
ト
と
空
間
』
（
国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録
第
三
五
回
）
、

人
間
文
化
研
究
機
構
国
文
学
研
究
資
料
館
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
〇
頁 

  

指
導
教
員
（
番
場
俊
教
授
）
、
副
指
導
教
員
（
石
田
美
紀
教
授
・
長
沼
光
彦
教
授
） 

 


