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村
田
喜
代
子
小
説
論
ノ
ー
ト

村
田
喜
代
子
の
小
説
は
女
性
が
主
人
公
で
あ
る
と
い
う
印
象
が
強
い
。

実
際
に
は
、
オ
ー
ト
バ
イ
の
ツ
ー
リ
ン
グ
中
に
行
方
が
消
え
る
少
年
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た

「熱
愛
」
、
便
器
み
が
き
に
熱
中
す
る
高
校
生
の
不
思
議
な
存

在
を
描
い
た

「
盟
友
」
、
引
越
し
た
ば
か
り
の
団
地
で
散
歩
に
出
か
け
た
ま
ま

主
人
公
の
男
の
家
族
が
手
伝
い
に
き
た

一
族
と
と
も
に
帰
り
道
が
わ
か
ら
な
く

な

っ
て
さ
ま
よ
う

「
春
夜
漂
流
」
な
ど
、
男
性
を
主
人
公
に
し
た
小
説
も
あ

２つ
。し

か
し
、
村
田
喜
代
子
の
小
説
は
女
性
が
主
人
公
と
い
う
印
象
を
与
え
る
の

に
は
、
ま
ず
、
事
実
ほ
と
ん
ど
の
小
説
は
女
性
を
主
人
公
に
し
て
い
る
と
い
う

作
品
の
量
と
し
て
の
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
『
蕨
野
行
』
『
龍
秘
御
天
歌
』
、

『
百
年
佳
約
』
、
最
近
の

『
あ
な
た
と
共
に
逝
き
ま
し
ょ
う
』
や

『
ド
ン
ナ

・
マ

サ
ヨ
の
悪
魔
』
な
ど
長
編
作
品
は
す
べ
て
女
性
が
主
人
公
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
点
が
重
要
な
の
で
あ
る
が
、
世
界
認
識
が
女
性
性
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
に

光
源
を
発
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

現
に
、
「
花
陰
助
産
院
」
、
「
ル
ー
ム
メ
イ
ト
」
、
「
木
渡
り
木
の
宿
」
な
ど
は

鍋

島

夫

女
性
共
同
体
の
世
界
を
描
く
小
説
で
あ
り
、
「
鍋
の
中
」
、
「
龍
秘
御
天
歌
」
、

「蕨
野
行
」
「
ド
ン
ナ

ｏ
マ
サ
ヨ
の
悪
魔
」
は
老
女
崇
拝
に
も
母
性
崇
拝
に
も
通

じ
る
面
を
も

っ
た
作
品
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
男
の
手
に
は
と
う
て
い
届
か
な
い
特
殊
な
感
触
が
作
品
の
重
要

な
部
分
を
か
た
ち
づ
く

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
男
性
が
主
人
公
で
あ

っ
て
も

「熱
愛
」
や

「
盟
友
」
の
男
子
高
校
生

は
語
り
手
の
立
場
か
ら
言
え
ば
弟
で
あ
る
。
物
語
の
中
の
弟
は
姉
か
ら
み
れ
ば

変
容
し
た
女
性
共
同
体
の

一
員
で
あ
る
。
そ
う
い
う
仮
説
が
成
り
立

つ
こ
と
も

含
め
て
の
作
品
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。

村
田
喜
代
子
の
小
説
は
深
刻
な
内
容

で
あ

っ
て
も
ど
こ
か

ユ
ー
モ
ア
が
漂

う
。
重
い
テ
ー
マ
で
も
、
軽
さ
を
醸
し

つ
つ
重
さ
に
翻
弄
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は

単
に
作
中
の
人
物
た
ち

へ
の
愛
着
や
批
評
か
ら
か
も
し
出
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
作
者
独
特
の
世
界
認
識
と
資
質
と
も
思
え
る
方

法
を
越
え
た
語
り
の
構
造
意
識
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
先
に
述
べ
た
女
性
性
に
か
か
わ
る
光
源
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
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照
ら
し
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
像
を
語
り
の
構
造
を
最
大
限
に
生
か
す
そ
の
小

説
上
の
作
為
が
村
田
喜
代
子
の
小
説
世
界
の
魅
力
と
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
村
田
喜
代
子
の
認
識
の
あ
り
方
で
あ
る
光
源
は
何
か
、

そ
し
て
そ
こ
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
る
小
説
空
間
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
明
ら

か
に
す
る
べ
く
、
多
く
描
か
れ
る
女
性
像
が
端
を
発
す
る
部
分
に
つ
い
て
、
当

然
意
識
さ
れ
る
男
性
像
と
の
関
係
と
と
も
に
探

っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

一　

作
品
世
界

の
構
造

（『
蕨
野
行
』
を
め
ぐ

っ
て
）

ま
ず
、
村
田
喜
代
子
の
小
説
方
法
と
相
ま

っ
て
世
界
認
識
が
よ
く
表
れ
た
作

品
と
し
て

『
蕨
野
行
』
か
ら
見
て
み
た
い
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
『
異
性
文
学
論
』
と
い
う

一
見
奇
妙
な
印
象
を
受

け
る
タ
イ
ト
ル
名
で
の
現
代
の
女
性
作
家
を
論
じ
た
論
集
の
中
で
述
べ
ら
れ
た

千
石
英
世
の
論
考
が
あ
る
。
著
者
の
千
石
英
世
は
、
そ
の
著
書
の
あ
と
が
き
で

こ
う
述
べ
て
い
る
。

強
い
と
い
う
の
は
、
正
し
い
と
い
う
こ
と
と
兄
弟
み
た
い
な
も
の
だ
。

そ
の
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
私
は
関
心
が
な
い
。
日
本
の
女
性
文
学
も
正

し
い
と
い
う
こ
と
に
関
心
を
向
け
な
い
、
向
け
て
も
仕
方
が
な
い
と
覚
悟

を
決
め
て
い
る
。
女
性
の
人
生
は
他
律
的
で
あ
る
か
ら
、
と
い
っ
て
誤
解

が
あ
る
な
ら
、
関
係
の
な
か
の
人
生
だ
か
ら
。

「男
性
が
書
い
た
文
学
で
も
、
他
律
的
に
な
ら
ぎ
る
を
得
な
い
人
生
は
、
作

者
の
性
別
を
問
わ
ず
文
学
に
な
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
人
生
が
あ

つ
か
わ
れ
て
い
れ
ば
深
い
関
心
が
い
く
」
と
し
て
、
こ
の
作
品
を

「農
本
的
感

受
性
が
ま
だ
生
き
て
い
た
時
代
を
見
送
る
記
念
碑
的
な
作
品
」
と
い
い
、
コ
一

度
と
戻
ら
ぬ
温
帯
水
耕
農
業
社
会
の
生
と
死
の
幻
想
を
描
い
た
作
品
と
い
え

る
」
と
し
、
異
性
性
の
観
点
か
ら
評
し
て
い
る
。
千
石
は
、
だ
か
ら
、
と
続
け

て
こ
う
述
べ
る
。

『
蕨
野
行
』
は

「時
代
遅
れ
の
作
品
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
深
沢
七

郎
の

『
楢
山
節
考
』
の
よ
う
な
棄
老
伝
説
を
も
と
に
し
た
奇
妙
な
時
代
小

説
と
も
、
方
言
を
多
用
し
た
民
俗
臭
の
強
い
仏
教
メ
ル
ヘ
ン
と
も
、
表
面

的
に
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
本
当
は
、

こ
れ

は
、
時
代
の
変
化
に
反
応
し
た
作
品
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
作
品
が
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
時
代
の
無
意

識
的
要
請
を
指
摘
し
た
上
で
、
深
い
感
慨
を
も

っ
て
こ
の
作
品
を
受
け
止
め
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
千
石
英
世
が
い
う

「他
律
た
ら
ざ
る
を
え
ぬ
」
も
の
と

し
て
女
性
特
有
の
感
性
の
自
然
的
欲
望
が
小
説
の
光
源
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
照

射
さ
せ
ら
れ
た
世
界
こ
そ
、
『
蕨
野
行
』
の
構
造
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
は
、
二
人
の
女
性
の
互
い
の
呼
び
か
け
語
り
か
け
で
進
行
す
る
。

そ
の
言
葉
は
特
定
の
地
域
の
方
言
で
な
く
作
者
造
語
の
方
言
で
あ
る
。
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お
姑
よ
い

水ヽ
え
あ
い
だ
凍

っ
て
い
た
空
が
よ
う
や
く
溶
け
て
、
日
の
光
が
射
し
て

参
り
た
る
よ
。
鋸
伏
山
を
覆

っ
て
い
た
雪
も
消
え
始
め
、
山
肌
の
残
り
雪

が
と
う
と
う
馬
の
形
を
思
わ
せ
り
。
ま
だ
尻
尾
の
と
こ
ろ
は
出
ず
な
る

が
、
こ
の
数
日
の
日
和
り
が
続
く
な
れ
ば
、
す
ぐ
馬
の
姿
も
出
来
上
が
り

つ
ろ
う
。
春
が
参
る
よ
い
。

ヌ
イ
よ
い

残
り
の
雪
の
馬
が
現
れ
る
な
ら
、
男
ん
衆
の
表
仕
事
の
季
節
が
き
た
る

な
り
。
田
の
打
ち
起
し
が
始
ま
り

つ
ろ
う
。
一裏
の
庭
に
も

コ
ブ
シ
の
花
が

咲
い
た
。
大
き
な
花
が
、
五
十
も
百
も
、
真
白
に
満
開
な
る
よ
。
田
打
ち

桜
と
申
し
て
、
昔
か
ら
コ
ブ
シ
は
百
姓
に
田
打

つ
支
度
せ
よ
と
知
ら
せ
る

や
ち
。

物
語
は
庄
屋
の
お
姑
レ
ン
と
若
い
嫁
ヌ
イ
の
こ
う
し
た
対
話
と
い
う
形
式
で

展
開
す
る
。
六
十
歳
を
迎
え
る
と
、
ひ
と
は
ワ
ラ
ビ
野
に
入
る
。
姥
捨
伝
説
を

下
敷
き
に

『
楢
山
節
考
』
と
も
比
較
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
が
、
作
品
世
界
は

ま

っ
た
く
別
物
で
あ
り
次
元
も
異
な
る
。

大
き
く
違
う
こ
と
は
、
『
楢
山
節
考
』
が
行

っ
た
き
り
で
、
座
し
て
死
を
待

つ
絶
対
的
死
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
蕨
野
行
』
は
、
そ
の
日

一
日
の
食
い
扶

持
を
得
る
た
め
に
里
に
働
き
に
下
る
往
復
が
可
能
な
棄
老
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
。
も
ち
ろ
ん
凶
作
の
と
き
は
糧
を
得
ら
れ
ず
飢
え
死
を
迎
え
る
こ
と
に
な

る
。
伝
説
に
お
け
る
姥
捨
て
の
言
い
訳
も
善
悪
も
超
え
た
姑
と
嫁
の
心
の
通
い

合
い
が
中
心
で
あ
る
。

フ
ラ
ビ
野
に
籠
も
れ
ば
話
す
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
わ
け
だ
か
ら
、
お
婆
と
嫁

の
対
話
で
す
す
む
交
感
は
小
説
だ
か
ら
こ
そ
成
り
立

つ
精
神
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
対
話
に
つ
い
て
、
詩
人
で
批
評
家
で
も
あ
る
山
本
哲
也
は

「村
田
喜
代

子
の
小
説
世
界
」
「
小
説
読
み
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
』
所
蔵
）
の
中
で
、
こ

の
語
り
の
形
式
は
方
法
で
あ
る
こ
と
を
突
き
抜
け
て
い
る
と
い
い
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
（な
お
、
こ
の
批
評
の
文
章
は
、
『
蕨
野
行
』
の
小
説
形
式
を
意

識
し
た
二
人
の
人
物
の
問
答
と
い
う
書
き
方
を
仮
構
し
て
い
る
）

・
こ
の
語
り
の
形
式
と
い
う
の
は
、
た
ん
に
対
話
と
い
う
よ
り

「相
間
」

な
ん
だ
よ
。
そ
れ
は
作
者
の
か
れ
ら
へ
の
相
間
で
も
あ
る
わ
け
だ
。

。
こ
の
語
り
の
文
体
は

「
う
た
」
だ
よ
。
（略
）
語
り
で
あ
り
な
が
ら

「
う

た
」
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の

「対
話
」
に
よ
る
論
及
は
や
が
て
、
う
た
が

つ
く
る
語
り
の
宇
宙
す
な

わ
ち
読
者
が
連
れ
て
行
か
れ
る
地
点
を
図
式
的
だ
が
と
断
り

つ
つ
問
題
に
す

２つ
。そ

れ
は
生
と
死
の
あ
わ
い
。
じ

っ
さ
い
、
フ
ラ
ビ
野
と
里
は
半
里
し
か
離
れ

て
い
な
い
。
山
本
哲
也
は
、
た

っ
た
丸
木
橋
ひ
と

つ
を
挟
ん
で
相
対
す
る
も
の
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が
出
会
う
こ
の
地
点
、
生
と
死
の
重
な
り
合
う
場
所
の
設
定
が

『
蕨
野
行
』
の

語
り
の
宇
宙
を
決
定
的
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
う
。

山
本
哲
也
は
、
こ
の
論
の
始
め
の
部
分
で
、
こ
の
語
り
は
語
ら
れ
る
言
葉
よ

り
も
声
を
感
じ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
事
実
、
ど
こ
の
方
言
と
も
特
定
で
き
な
い
古
語
め
い
た
語
り
は
肉
声
を
感

じ
さ
せ
、
母
子
が
肌
を
触
れ
合
う
か
の
ご
と
き
感
触
を
読
む
も
の
に
与
え
る
か

ら
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
生
と
死
が

一
体
に
な
る
こ
の
小
説
空
間
で
は
、

音
楽
を
奏
で
る
よ
う
な
言
葉
が
互
い
の
厳
し
い
現
実
の
地
面
を
遊
離
し
夢
幻
の

う
ち
に
精
神
を
交
感
さ
せ
る
働
き
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
わ
が
れ
た
女
の
声
と
初
々
し
い
女
の
声
が
呼
び
交
わ
す
精
神
の
交
流
は
、

生
と
死
が
接
し
て
い
る
と
は
い
え
直
線
的
で
は
な
く
、
浮
か
び
な
が
ら
円
環
を

描
く
。
丘
に
向
け
ら
れ
た
声
と
そ
こ
か
ら
返

っ
て
く
る
声
は
里
の
き
び
し
い
現

実
を
く
ぐ
り
、
さ
ら
に
き
び
し
さ
を
増
す
生
と
死
の
相
克
を
め
ぐ

っ
て
循
環
す

る
。
お
姑
が
姥
捨
て
の
丘
に
参
る
日
、
見
送
る
嫁
が
い
う
。

川
の
む
こ
う
の
霧
も
晴
れ
て
、

ワ
ラ
ビ
野
の
丘
が
望
み
て
有
り

つ
る
。

春
の
浅
い
若
草
に
覆
わ
れ
て
、
優
し
い
姿
に
膨
ら
み
て
有
り
や
ち
。
ワ
ラ

ビ
衆
を
乗
せ
る
掌
の
よ
に
、
見
る
も
柔
ら
か
え
丘
の
作
ま
い
な
る
か
。
あ

そ
こ
で
お
め
の
今
日
か
ら
の
暮
ら
し
が
始
ま
り

つ
る
か
。

過
酷
な
ワ
ラ
ビ
野
も
お
姑
を
慕
う
ヌ
イ
に
し
て
み
れ
ば
、
見
上
げ
る
も
の
の

何
と
浄
土
め
く
も
の
か
。
芽
吹
き
芽
吹
か
せ
る
自
然
の
め
ぐ
り
の
描
写
と
み
せ

て
、
こ
の
小
説
世
界
の
構
造
と
作
者
の
認
識
が
ひ
そ
か
に
透
視
で
き
る
ポ
イ
ン

ト
の
箇
所
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
天
体
自
然
の
運
行
と
仏
教
的
思
想
が
こ
の
丘
に
は
重
ね
ら
れ

て
い
る
と
み
る
か
ら
で
あ
る
。
死
の
場
所
が
柔
ら
か
な
生
の
寝
床
で
も
あ
り
、

ま
た
仏
の
掌
に
も
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な
慈
悲
の
ま
な
ざ
し
に
く
る
ま
れ
た
場

所
で
も
あ
る
こ
と
が
こ
の
く
だ
り
に
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
優
し
い

姿
に
膨
ら
み
て
有
り
や
ち
」
の
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
同
時
に
母
性
の
身

体
で
も
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
浄
土
に
往
生
し
た
後
ふ
た
た
び
こ
の
世
に
戻
り

一
切
衆
生
を
教

化
し
て
共
に
往
生
す
る
と
す
る
、
浄
土
真
宗
で
い
う
還
相
回
向

（げ
ん
そ
う
え

こ
う
）
が
若
草
の
向
こ
う
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
と
と
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
の
往
き
て
も
ど
り
、
も
ど

っ
て
は
往
く
円
環
に
そ

っ
て
レ
ン
と
ヌ
イ
の
ま

な
ざ
し
は
あ
り
、
語
り
の
深
ま
り
も
あ
る
。
『
蕨
野
行
』
は
そ
う
い
う
構
造
を

も

つ
小
説
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
円
環
が
女
性
間
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る

こ
と
の
必
然
は
自
ず
と
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

若
草
の
土
の
下
に
は
ワ
ラ
ビ
野
で
死
に
尽
き
た
屍
が
あ
る
。
若
い
者
、
小
児

の
糧
と
引
き
換
え
に
フ
ラ
ビ
の
ジ
ジ
バ
バ
の
命
は
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
土
地
の

知
恵
で
あ
る
と
同
時
に
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
普
遍
的
な
事
実
で
あ
る
。
そ

の
事
実
を
身
体
ご
と
引
き
受
け
た
も
の
と
し
て
の
意
識
が
人
物
た
ち
に
、
と
同

時
に
読
み
手
に
女
性
共
同
体
的
感
覚
を
抱
か
せ
る
。

ま
さ
し
く
、
「
お
婆
よ
い
」
、
「
ヌ
イ
よ
い
」
で
あ
る
。
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べ
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け
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だ
か
ら
こ
そ
、
「
夫
よ
り
も
な
お
姑
の
お
め
の
ほ
う
が
、
お
れ
に
は
慕
わ
し

か
る
よ
い
」
の
嫁
ヌ
イ
の
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
オ
ロ
オ
ロ

し
て
し
ま
う
息
子

へ
の
お
姑
の
言
葉
、
「
男
は
必
定
、
気
細
の
者
な
ら
ん
か
。

女
子
は
腹
の
座

っ
た
る
者
な
る
か
」
な
の
で
あ
る
。

お
姑
の

「腹
」
と
い
う
言
葉
は
、
精
神
で
あ
る
と
と
も
に
す
ぐ
に
身
体
に
転

ず
る
。
「
命
有
る

つ
る
内
は
何
様
い
か
よ
う
に
も
目
を

つ
む
り
、

ワ
ラ
ビ
野
の

糧
は
何
に
て
も
食
う
て
腹
を
養
な
わ
ん
」
の
言
葉
ど
お
り
、
死
を
直
前
に
し
た

食
の
欲
望
が
生

へ
の
欲
望
と
し
て
俄
然
輝
き
、
生
き
延
び
る
者
同
士
の
同
胞
と

し
て
男
女
の
区
別
を
超
え
た
老
人
の
共
同
体
が
成
り
立

っ
て
い
く
の
は
見
落
と

し
て
は
な
る
ま
い
。

そ
の
と
き
、
お
姑
の
い
う
身
体
の
腹
は
、
愛
し
い
者
の
骨
ま
で
も
お
さ
め
よ

う
と
す
る
男
の

「
心
の
腹
」
を
了
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
か
ね
て
よ
り
好

意
を
も

っ
て
い
た
ワ
ラ
ビ
衆
の
馬
吉
は
死
の
間
際
、
レ
ン
を
抱
き

「
お
め
も
食

い
た
し
」
と
い
う
）

『蕨
野
行
』
は
魂
に
な

っ
た
お
姑

レ
ン
が
嫁
ヌ
イ
の
腹
に
宿
り
、
春
に
は
女

の
子
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
る
た
め
に
里
に
帰
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。

も
の
を
食
う
腹
で
あ
り
精
神
の
座
り
ど
こ
ろ
で
も
あ
る
腹
は
ま
た
、
子
を
生

む
腹
で
も
あ

っ
た
。

【
一　
食

べ
る
袋

（
「
蟹
女
」
、
「
か
ら
だ
」
を
め
ぐ

っ
て
）

「蟹
女
」
は
多
産
妄
想
の
女
主
人
公
を
描
い
て
、
ま
さ
に
こ
の
作
家
ら
し
い

世
界
を
展
開
す
る
。
こ
の
作
家
ら
し
い
と
は
、
女
性
性
に
か
ら
む
生
の
認
識
を

ユ
ー
モ
ア
を
醸
し
な
が
ら
恐
怖
を
帯
び
た
そ
の
深
遠
を
垣
間
見
せ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

十
月
十
六
日
。
月
曜
日
。
晴
れ
。

わ
た
し
は
昼
の
院
内
食
を
す
ま
せ
る
と
、
退
屈
だ

っ
た
の
で
安
西
先
生
の

部
屋
を
訪
ね
て
み
る
こ
と
に
し
た
。
部
屋

へ
行
く
と
先
生
は
机
の
上
に
積

ん
で
あ
る
本
や
書
類
の
東
の
谷
間
で
、
度
の
強
い
眼
鏡
の
顔
を
器
に
覆
う

よ
う
に
し
て
牛
丼
を
食
べ
て
い
た
。

「蟹
女
」
は
、
食
べ
る
こ
と
と
生
む
こ
と
が

一
つ
の
袋
で
な
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
を
巧
妙
な
仕
掛
け
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
主

人
公
が
綴
る
日
記
風
の
書
き
方
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
毎
日
、
「
昼
の

院
内
食
を
す
ま
せ
る
と
」
、
「
退
屈
だ

っ
た
の
で
」
、
「安
西
先
生
の
部
屋

へ
」
訪

ね
る
。

こ
の
時
、
安
西
先
生
は
い
つ
も
食
事
中
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
ポ
ン
で
あ

っ
た
り

井
物
で
あ

っ
た
り
、
毎
回
ち
が
う
食
事
の
メ
ニ
ュ
ー
と
食
べ
る
様
子
が
微
細
か

つ
臨
場
感
た

っ
ぷ
り
に
描
写
さ
れ
る
。

食
事
し
な
が
ら
聞
い
て
く
れ
る
安
西
先
生
に
向
か

っ
て
彼
女
は

一
方
的
に

し
ゃ
べ
る
。
子
ど
も
こ
ろ
の
人
形
遊
び
の
話
の
途
中
か
ら
異
様
さ
が
じ
わ
り
と

滲
ん
で
く
る
。
百
枚
の
カ
ー
テ
ン
、
百
枚
の
服
、
百
個
の
ト
イ
レ
、
百
個
の
プ

ラ
モ
デ
ル
、
百
個
の
靴
、
百
個
の
鍋
。
し
ゃ
べ
り
な
が
ら
彼
女
は
快
感
を
感
じ
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Ｚ
り
。そ

し
て
、
日
ご
と
に
話
の
ス
ケ
ー
ル
は
大
き
く
な

っ
て
い
く
。
ノ
ァ
の
箱
舟

遊
び
、
膨
大
な
数
の
動
物
の
名
の
列
挙
。
生
き
た
身
近
な
動
物
と
い
っ
し
ょ
の

箱
船
ご

っ
こ
。
む
せ
返
る
よ
う
な
息
と
臭
い
の
膨
満
感
は
多
産
の
家
系
の
話
に

つ
な
が
り
、
最
後
は
自
分
が
子
供
を
生
ん
だ
と
き
の
話
に
な
る
。
そ
れ
は
原
始

狩
猟
時
代
の
こ
と
。
大
き
な
家
族
の
弟
た
ち
と
た
く
さ
ん
の
子
供
を
生
ん
で
い

く
。
彼
女
の
い
う
家
族
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。

普
通
、
世
間
で
は
自
分
の
実
の
両
親
と
、
結
婚
相
手
の
両
親
を
区
別
し

て
、
妻
の
親
と
か
夫
の
親
な
ど
と
呼
び
分
け
て
い
ま
す
が
、
わ
た
し
達
の

所
で
は
全
部
分
け
へ
だ
て
な
く
自
分
の
親
に
な
り
ま
し
た
。
兄
の
妻
の
親

も
、
姉
の
親
も
、
合
同
の
家
族
と
な

っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
み
ん
な
自
分

の
親
な
の
で
す
。
（略
）
両
親
に
区
別
が
な
い
よ
う
に
、
こ
の
き
ょ
う
だ

い
に
も
分
け
へ
だ
て
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
く
シ
ン
プ
ル
に
み
ん
な
ひ
と

つ

づ
き
の
、
兄
や
姉
や
弟
や
妹
な
の
で
し
た
。

彼
女
は
次
々
と
妊
娠
し
、

つ
い
に
は
山
羊
や
、
豚
や
、
鶏
な
ど
を
生
ん
で
い

き
、
神
々
し
い
気
分
に
浸
る
。
そ
の
時
の
彼
女
の
言
葉
が
こ
う
で
あ
る
。

そ
の
瞬
間
、
わ
た
し
は
柔
ら
か
い
袋
に
な

っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し

た
。
そ
し
て
自
分
の
袋
か
ら
は
な
ん
で
も
取
り
出
せ
る
の
だ
と
思
い
ま
し

た
。
な
ん
で
も
で
す
。
こ
の
世
の
も
の
は
す
べ
て
取
り
出
せ
ま
す
。
わ
た

し
は
欲
張
り
で
際
限
な
く
も
の
を
増
や
し
続
け
る
、
あ

つ
い
袋
な
の
で

す
。

彼
女
は
じ
ゃ
べ
り
続
け
る
。
相
槌
を
打

っ
た
り
質
問
を
し
た
り
、
そ
う
し
た

合
い
の
手
を
と
き
ど
き
入
れ
る
も
の
の
安
西
先
生
は
食
事
を
し
な
が
ら
聞
く
だ

け
で
あ
る
。
先
生
の
食
事
の
終
わ
る
と
き
が
彼
女
も
腰
を
上
げ
る
と
き
。

し
ゃ
べ
り
終
わ
る
と
、
食
事
の
す
ん
だ
人
間
み
た
い
に
満
腹
感
が
し

た
。
わ
た
し
も
安
西
先
生
も
心
地
良
く
お
な
か
が
満
た
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。

現
実
に
胃
袋
が
満
た
さ
れ
て
満
腹
に
な
る
男
と
言
葉
を
吐
き
出
し
て
満
た
さ

れ
る
女
が
こ
こ
に
は
い
る
。
で
は
吐
き
出
し
て
満
腹
に
な
る
女
の
袋
と
は
何
な

の
だ
ろ
う
。
女
の
方
の
食
事
は

「院
内
食
」
と
だ
け
で
す
ま
せ
て
お
い
て
、
男

の
食
事
は
な
ぜ
に
こ
と
細
か
に
、
色
彩
も
匂
い
も
湯
気
も
立

つ
よ
う
に
書
か
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
「
蟹
女
」
が
収
録
さ
れ
た

『
八

つ
の
小
鍋
』
の
解
説
で
池

内
紀
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

院
内
食
と
も
ろ
も
ろ
の
食
べ
物
の
組
み
合
わ
せ
は
、
多
少
と
も
古
物
と

新
品
の
場
合
と
似
て
い
る
。
対
立
物
が
音
も
な
く
せ
め
ぎ
あ
う
。
作
家
が

小
説
を
書
く
目
的
は
、
せ
ん
じ

つ
め
れ
ば
そ
の

一
点
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
点
で
よ
う
や
く
ペ
ン
を
と
る
意
味
が
あ
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
う
で
な

け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
作
家
と
は
無
意
味
で
あ
る
。

つ
い
て
は
お
か
し
み
を
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通
し
て
不
安
の
タ
ネ
を
ま
く
こ
と
。
ナ
ゾ
か
け
を
し
て
動
揺
さ
せ
る
こ
と
。

（古
物
と
新
品
と
は
、
村
田
喜
代
子
の
小
説
に
た
び
た
び
登
場
す
る
お

ば
あ
さ
ん
と
少
女
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
　

注
目
筆
者
）

た
し
か
に
、
こ
の
小
説
は
不
思
議
と
対
立
物
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
先
の
院

内
食
と
臨
場
感
あ
ふ
れ
る
昼
食
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
話
す
者
と
聞
く
者
、
医

師
と
患
者
。
女
と
男
に
よ

っ
て
受
け
持
た
さ
れ
た
対
立
す
る
位
相
は
、
動
く
も

の
と
し
て
の
女
と

つ
ね
に
定
位
置
に
留
ま
る
男

（男
は
現
実
の
時
間
の
中
に
留

ま
り
女
は
時
空
を
超
え
る
）
で
あ
る
。
な
に
よ
り
も
、
食
事
に
象
徴
さ
れ
る
男

と
女
の
心
と
体

（男
の
現
実
の
食
事
に
対
し
て
女
は
じ
ゃ
べ
る
こ
と
が
食
事
）
。

そ
の
現
実
と
非
現
実
性
が
出
会
う
こ
と
で
あ
ぶ
り
だ
さ
れ
て
く
る
言
葉
と
ノ
イ

ズ
。

部
屋
に
は
わ
た
し
の
し
ゃ
べ
る
声
だ
け
が
響
い
て
い
た
。
と
き
ど
き
安

西
先
生
の
口
が
た
て
る
、
チ
ャ
ン
ポ
ン
を
す
す
り
こ
む
雑
音
が
流
れ
た

が
、
そ
れ
は
と
て
も
低
か

っ
た
。

最
初
、
女
主
人
公
は
先
生
に
話
を
う
な
が
さ
れ
て
も
何
も
出
て
こ
な
い
。
し

か
し
、
言
葉
が
出
て
来
た
の
は
次
の
よ
う
な
場
所
か
ら
で
あ
る
。

わ
た
し
は
先
生
か
ら
視
線
を
外
し
、
そ
の
窓
を
眺
め
た
。
（略
）
む
こ

う
に
屋
根
の
つ
い
た
駐
車
場
が
あ
り
、
そ
こ
だ
け
日
陰
に
な

っ
た
コ
ン
ク

リ
ー
ト
の
床
が
ひ
ろ
が

っ
て
い
る
。
職
員
用
の
駐
車
場
だ
が
奥
な
の
で
い

つ
も
空
い
て
い
た
。
か
ら
ん
と
し
た
そ
の
床
を
見
て
い
る
と
、
わ
た
し
は

自
分
の
七
、
八
歳
頃
の
あ
る
情
景
を
思
い
出
し
た
。
そ
れ
で
そ
の
話
を
す

る
こ
と
に
し
た
の
だ

っ
た
。

こ
の
何
も
な
い

「
か
ら
ん
と
し
た
床
」
は
注
目
す
べ
き
箇
所
だ
。
何
も
な
い

場
所
が
誘
引
に
な

っ
て
、
お
び
た
だ
し
い
言
葉
が
時
空
を
か
け
め
ぐ

っ
て
あ
ふ

れ
出
す
。
彼
女
の
中
の
か
ら

っ
ぽ
の
袋
が
言
葉
で
満
た
さ
れ
て
い
き
、
し
ゃ
べ

り
終
わ
る
と

「食
事
の
す
ん
だ
人
間
み
た
い
に
満
腹
感
が
し
た
」
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
認
識
に
つ
い
て
、
池
内
紀
は
先
の
解
説
の
中
の
文
章
で
、
村
田
喜

代
子
と
い
う
生
活
者
と
し
て
の
作
家
を
こ
の
よ
う
に
強
調
し
て
い
る
。

村
田
喜
代
子
は
作
家
だ
が
、
実
は
作
家
以
上
の
人
で
あ
り
、
作
家
以
前

の
人
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
何
よ
り
も
こ
の
人
は

一
人
の
生
活
者
で
あ

っ

て
、
と
び
き
り
の
生
活
者
が
ペ
ン
を
と

っ
た
。
と
い
う
の
は
、
た
い
て
い

は
生
活
者
を
や
め
て
作
家
に
な
り
、
作
家
生
活
の
な
か
で
本
来
の
生
活
者

を
忘
れ
果
て
る
。

と
い
い
、
「
食
べ
る
こ
と
」
に
関
心
を
も

つ
生
活
者
の
本
質
を
村
田
喜
代
子

の
中
に
見
て
い
る
。
こ
う
し
た
作
者
の
認
識
の
中
か
ら
呼
び
出
さ
れ
た
女
主
人

公
の
言
葉
は
、
だ
か
ら
幼
い
頃
の
友
だ
ち
で
あ
り
、
親
で
あ
り
、
子
ど
も
を
め

ぐ

っ
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
言
葉
を
生
み
出
す
袋
が
食
べ
物
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を
取
り
入
れ
る
袋
で
も
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
言
葉
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
約

束
ご
と
や
決
ま
り
ご
と
を
飛
び
越
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
注
目
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

食
べ
物
と
袋
と
言
葉
の
関
係
は
、
こ
の
作
家
を

つ
ら
ぬ
く

一
貫
し
た
も
の
で

も
あ

っ
た
。
作
品
群
に
あ
ふ
れ
る
袋
は
、
鍋
の
姿
を
と
り
、
子
袋
に
な
り
、
人

間
全
体
の
入
れ
物
の
体
と
い
う
容
器
で
登
場
し
た
。

そ
の
容
器
を
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
形
態
と
し
て
小
説
に
し
た
作
品
に

『
鯉
浄

土
』
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
登
場
す
る

「
か
ら
だ
」
と
い
う
小
説
は
母
親
の
袋

と
し
て
の
終
末
を
描
い
て
い
る
。

女
主
人
公
の
弟
が
い
う
。
「
母
親
と
い
う
の
は
ま

っ
た
く
容
れ
物
や
ね
」
。
そ

の
母
親
の
母

つ
ま
り
祖
母
が
亡
く
な

っ
た
と
き
の
こ
と
。
中
身
が
な
い
と
弟
に

椰
楡
さ
れ
る
、
小
娘
か
ら
い
き
な
り
老
人
に
な

っ
た
よ
う
な
母
が
祖
母
の
遺
骸

の
前
で
途
方
に
暮
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
、
遺
体
の
処
理

（開
口
部
に
綿
を

つ
め
る
）
を
め
ぐ

っ
て
展
開
す

る
ド
タ
バ
タ
劇
は
、
こ
っ
け
い
な
が
ら
、
否
こ
っ
け
い
だ
か
ら
こ
そ
袋
の
モ
ノ

と
し
て
の
面
が
突
出
し
、
作
品
の
精
神
性
が
強
く
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。

通
夜
の
晩
の
幻
想
場
面
。
祖
母
の
亡
骸
を
前
に
、
母
と
弟
と

「
わ
た
し
」
が

座

っ
て
い
る
。
二
人
は
ギ
ラ
ギ
ラ
光
る
ナ
イ
フ
を
手
に
祖
母
の
肉
を
切
り
取

っ

て
い
く
。
カ

ニ
バ
リ
ズ
ム
を
思
わ
せ
る
こ
の
秘
儀
に
は
、
「
食
う
て
お
れ
の
中

に
保
ち
て
、
共
に
死
に
着
か
ん
か
」
と
、

ワ
ラ
ビ
衆
の
馬
吉
が
レ
ン
に
い
っ

た
、
愛
し
き
者

へ
の
最
後
の
言
葉
に
重
な
る
。

〓
一　
立
ち
尽
く
す
男

（
「
惨
惨
た
る
身
体
」
を
め
ぐ

っ
て
）

『
鯉
浄
土
』
の
ラ
ス
ト
に
お
さ
め
ら
れ
た

「
惨
惨
た
る
身
体
」
は
、
モ
ノ
と

精
神
を
め
ぐ

っ
て
展
開
す
る
村
田
喜
代
子
の
世
界
観
を
男
女
の
位
相
の
観
点
か

ら
述
べ
た
と
も
い
え
る
小
説
で
あ
る
。

物
語
は
舅
の
三
回
忌
の
墓
参
り
を
済
ま
せ
た
会
食
の
場
で
の
こ
と
。
大
工
の

棟
梁
を
し
て
い
た
無
口
で
影
の
薄
か

っ
た
舅
の
人
生
が
遺
品
の
手
帳
を
き

っ
か

け
に
し
て
明
ら
か
に
な

っ
て
い
き
、
そ
こ
か
ら
意
外
な
世
界
が
広
が

っ
て
い

第
二
次
世
界
大
戦
終
結
で
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
を
送

っ
た
舅
は
帰
国
後
、
先
に
引

き
上
げ
た
妻
子
の
住
む
田
舎
に
身
を
寄
せ
る
。
そ
れ
か
ら
腕

一
本
で
建
設
会
社

を
立
ち
上
げ
、
頑
張

っ
て
息
子
た
ち
を
育
て
上
げ
る
が
、
脳
梗
塞
で
倒
れ
田
舎

に
引

っ
込
む
。

そ
の
舅
が
残
し
た
古
び
た
手
帳
。
姑
ナ
ツ
か
ら
渡
さ
れ
た
黒
い
手
帳
か
ら
舅

と
い
う
男
の
人
物
像
が
影
法
師
の
よ
う
に
立
ち
上
が

っ
て
く
る
。
そ
こ
に
記
さ

れ
た
も
の
は
、
通
信
販
売
で
購
入
し
た
道
具
の
記
録
で
あ

っ
た
り
、
九
星
や
血

液
型
ま
で
付
さ
れ
た
家
族
の
生
年
月
日
で
あ

っ
た
り
、
ま
た
親
類
知
人
の
住
所

録
で
あ
り
、
さ
ら
に
自
身
の
年
譜
で
あ
る
。

不
自
由
な
体
で
の

「
田
舎
暮
ら
し
の
日
々
の
随
想
」
の
よ
う
な
手
帳
を
繰

っ

て
い
く
と
、
異
様
な
言
葉
が
ぎ

っ
し
り
書
か
れ
た
頁
が
現
れ
る
。
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髪
ガ
逆
立
ツ
　
猫
毛
　
怒
髪
天
ヲ
衝
ク

顔
ガ
広
イ
　
顔
カ
ラ
火
ガ
出
ル
　
鉄
火
面
…
…

ロ
ヲ
皿
二
に
ス
ル
　
ロ
カ
ラ
ウ
ロ
コ
…
…

死
ヌ
　
ロ
ガ
腐
ル
　
ロ
ガ
ト
ロ
ケ
ル
…
…

鼻

二
掛
ケ
ル
　
鼻
ヲ
折
ル
　
白昇
ガ
曲
ガ
ル
…
…

耳
ヲ
立
テ
ル
　
寝
耳
二
水
　
早
耳
　
馬
ノ
耳
…
…

そ
こ
に
は
、
通
販
で
買

っ
た
辞
書
付
き
漢
字
電
卓
で
引
い
た
ら
し
い
言
葉
が

び

っ
し
り
書
き
連
ね
て
あ
る
。
「
死
ヌ
」
の
行
は

一
字
上
が
り
。
「
モ
ガ
レ
ル
」

の
項
と

「
肝
ヲ
煎
ル
」
の
項
も

一
字
上
が
り
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
並
び
、

最
後
は

「
骨
抜
キ
　
骨
ナ
シ
　
骨
ヲ
削
ル
　
骨
二
刻
ム
…
…
」
と
続
く
。

二
十
四
行
に
わ
た

っ
て
黒
々
と
書
か
れ
た
こ
れ
ら
の
文
字
は
何
な
の
か
。
し

か
も
、
す
べ
て
が
身
体
比
喩
で
あ
る
。
息
子
た
ち
は
父
が
書
い
た
奇
妙
な
字
の

連
な
り
に
額
を
寄
せ
る
。
嫁
た
ち
も
身
を
乗
り
出
す
。

鮫
肌
や
鳥
肌
が
な
ぜ
気
持
ち
悪
い
の
だ
ろ
う
。
人
の
肌
に
鮫
を
く

っ
つ

け
る
と
、
不
気
味
な
合
成
物
が
出
来
上
が
る
。
途
端
に
気
味
悪
く
な
る
の

で
あ
る
そ
れ
か
ら
、
腕
だ
と
か
首
だ
と
か
を
、
バ
ラ
バ
ラ
に
取
り
外
す
。

言
葉
の
上
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
言
葉
は
イ
メ
ー
ジ
を

つ
れ
て
く

る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
即
物
的
な
ほ
ど
怖
い
の
だ
。

次
男
の
嫁
が
い
う
。
「
お
義
父
さ
ん
は
大
工
だ

っ
た
で
し
ょ
う
。
体
を
使
う

と
い
っ
て
も
た
だ
の
肉
体
労
働
じ
ゃ
な
く
て
、
頭
と
か
、
手
と
か
を
研
ぎ
澄
ま

せ
た
仕
事
だ
か
ら
、
体
に
つ
い
て
は
普
通
の
人
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
思
う
こ
と
が

あ

っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
。

こ
の
言
葉
か
ら
、
長
男
の
嫁
で
あ
る
主
人
公
の
薫
子
は
舅
の
人
生
に
思
い
を

馳
せ
る
。

舅
は
な
る
ほ
ど
体
に
物
ヲ
言
ワ
セ
ル
人
な
の
だ
、

幸
せ
薄
く
肉
親
の
縁
の
薄
い
生
い
立
ち
で
、

血
デ
血
フ
洗
ウ
戦
場
を
血

マ
ナ
コ
で
逃
げ
回
り

シ
ベ
リ
ア
の
収
容
所
で
骨
フ
削
ル
苦
役

骨
身

二
刻
ン
デ
帰
国
す
る
と

敗
土
の
変
わ
り
様
に
腰
ガ
抜
ケ
ル

子
供
が
も
う

一
人
増
え
て
手
枷
足
枷
だ

体
が
動
か
な
く
な
る
と
手
も
足
も
出
な
く
な
る

し
か
し
、
こ
の
異
様
な
舅
の
書
き
付
け
は
、
五
体
の
人
と
し
て
の
身
体
と
い

う
モ
ノ
ヘ
の
こ
だ
わ
り
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
視
点
を
変
え
、
後
ろ
に
控
え
て

前
面
に
は
出
て
こ
な
い
姑
に
目
を
転
じ
た
と
き
、
景
色
は
が
ら
り
と
変
わ
る
。

精
神
が
立
ち
上
が

っ
て
く
る
。

姑
は
終
始
、
食
べ
続
け
る
老
女
と
し
て
小
説
の
中
で
は
存
在
す
る
。

会
食
の
は
じ
め
、
腰
の
悪
い
彼
女
は
子
供
用
の
椅
子
を
あ
て
が
わ
れ
て
掛
け
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て
い
る
。
た
だ
食
べ
続
け
る
だ
け
の
彼
女
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
く
。

・
出
さ
れ
た
も
の
は
全
部
食
べ
る
。
今
も
痺
れ
た
手
に
匙
を
持

っ
て
茶
碗

蒸
し
を
い
っ
し
ょ
う
懸
命
掬

っ
て
い
る
。

・
手
帳
を
雅
行
に
渡
し
た
後
は
も
う
我
関
せ
ず
と
い
う
顔
で
、
黙
々
と
鮎

の
塩
焼
き
を
箸
で
む
し

っ
て
い
る
。

ｏ
ナ
ツ
は
米
ナ
ス
の
味
噌
焼
き
に
息
を
吹
き
か
け
て
さ
ま
し
て
い
た
。

・
運
ば
れ
て
き
た
ソ
ー
メ
ン
を
、
尖
ら
せ
た
巾
着
み
た
い
な
口
で
チ

ュ
ル

チ

ュ
ル
と
吸
い
込
ん
で
い
る
。

・
最
後
に
残

っ
た
茄
子
の
味
嗜
グ
ラ
タ
ン
を
匙
で
す
く

っ
て
も
ぐ
も
ぐ
と

ま
る
呑
み
し
て
い
る
。

「
や
め
と
け
」
と
長
男
の
雅
行
に
腕
を
掴
ま
れ
て
も
、
や
せ
細

っ
た
手
で

し

っ
か
リ
グ
ラ
タ
ン
の
匙
を
握
り
し
め
食
べ
続
け
る
こ
の
女
を
舅
と
い
う
男
の

そ
ば
に
置
い
て
み
る
と
き
、
そ
の
す
わ
り
具
合
の
違
い
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
。

舅
の
お
び
た
だ
し
い
身
体
比
喩
は
そ
の
身
の
不
確
か
さ
の
証
で
あ
り
、
不
気

味
な
ぐ
ら
い
バ
ラ
バ
ラ
感
に
揺
ら
ぐ
存
在

へ
の
戸
惑
い
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

自
分
こ
そ
が
、
こ
の
体
で
仕
事
を
こ
な
し
妻
と
子
を
養
い
家
族
を
守

っ
て
き

た
。
そ
の
確
信
が
不
確
か
な
像
で
し
か
な
い
と
気
付
い
た
と
き
、
男
と
い
う
も

の
は
そ
の
場
に
茫
然
と
立
ち
尽
く
す
し
か
な
い
。

そ
の
狼
狽
ぶ
り
を
作
者
村
田
喜
代
子
は
文
字
の
表
記
で
視
覚
化
し
た
。
身
体

比
喩
が
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
書
き
表
さ
れ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
ゴ
シ
ッ
ク
体

は
、
語
を
際
立
た
せ
る
た
め
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
が
ら
が
ら
音
を
立
て
て

崩
れ
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
ふ
わ
ふ
わ
と
浮
か
ん
で
い
っ
て
し
ま
う
か
の
よ
う

な
男
の
体
を
固
定
す
る
働
き
が
あ
る
。
鋲
を
打
ち
込
ま
れ
た
よ
う
な
文
字
の
強

さ
、
硬
さ
、
重
さ
に
、
男
の
存
在
の
危
う
さ
が
逆
に
透
視
で
き
る
よ
う
に
も
思

え
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
す
ぐ
男
性
批
判
、
女
性
優
位

へ
と
は
な
ら
な
い

の
は
、
『蕨
野
行
』
で
も
み
た
こ
と
で
あ
る
。
「
男
は
必
定
、
気
細
の
者
な
ら
ん

か
。
女
子
は
腹
の
座

っ
た
る
者
な
る
か
」
と
は
い
っ
て
も
、
結
局
は
、
死
に
向

か
う
と
き
馬
吉
の
意
に
添
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
作
者
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の

「哀
れ
な
る
か
な
」
の
思

い
が
世
界
観
の
根
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
鯉
浄
土
』
に
収
め
ら
れ
た

「残
害
」
と
い
う
作
品
の
中
に

「残
害
の
苦
」

と
い
う
言
葉
が
出
て
来
る
。
「損
な
い
殺
さ
れ
る
こ
と
の
苦
し
み
」
を
意
味
す

る
こ
の
仏
教
用
語
が
表
す
世
界
観
は
、
「
小
さ
き
は
大
き
な
る
に
の
ま
れ
、
短

き
は
長
き
に
ま
か
る
」
と
い
う
水ヽ
遠
に
続
く
生
物
界
の
は
か
な
さ
で
あ
る
。

戦
争
に
よ

っ
て
五
体
を
破
壊
さ
れ
、
破
片
化
し
た

「
か
ら
だ
」
に
な

っ
て
も

ど

っ
て
く
る
心
も
と
な
い
男
た
ち
の
た
め
に
、
女
た
ち
は
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
食
べ
続
け
、
渾
身
の
力
を
ふ
り
し
ば

っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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「体
を
大
事
に
し
て
今
後
も
ず

っ
と
ず

っ
と
長
生
き
す
る
の
だ
」
と
は
、　
一

生
懸
命
食
べ
て
い
る
姑
に
向
か

っ
て
発
せ
ら
れ
る
女
主
人
公
薫
子
の
内
な
る
声

で
あ
る
。
そ
の
声
は
姑
と
い
う
固
体
の
女
で
は
な
く
、
次

へ
の
ま
た
次

へ
の

女
た
ち
に
向
か

っ
て
い
る
と
聞
こ
え
る
。
立

つ
こ
と
さ
え
覚
束
な
い
老
婆
に

「
今
後
も
ず

っ
と
ず

っ
と
長
生
き
」
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
天
「
後
も
ず

っ
と

ず

っ
と
」
の
中
に
は
、
女
た
ち
の
内
な
る
意
志
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

女
た
ち
の
意
志
。
そ
れ
は
千
石
英
世
の
い
う

「他
律
的
、
あ
る
い
は
関
係
の

な
か
の
人
生
」
を
送
る
女
性
性
の
意
識
が
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
村
田
喜
代

子
の
目
を
通
せ
ば
、
男
と
い
う

「対
立
物
」
は
、
「気
細
の
者
」
で
あ

っ
て
も
、

「
ノ
イ
ズ
」
で
ぁ

っ
て
も
、
ま
た

「
身
体
比
喩
」
で
わ
が
身
を
確
認
せ
ず
に
は

お
れ
な
い
不
安
定
な
存
在
で
あ

っ
て
も
、
「
残
害
の
苦
」
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通

せ
ば

「
心
の
腹
」

に
お
さ
ま

っ
た
者
同
士
と
い
う
意
識
の
反
映
が
そ
こ
に
あ

る
。
そ
れ
は
、
『
蕨
野
行
』
の
世
界
観
が
示
す
よ
う
に
、
往
き
て
は
戻
り
戻

っ

て
は
往
く
往
還
の
中
に
、
命
を

つ
な
ぐ
女
た
ち
の
衿
持
で
も
あ
る
。

村
田
喜
代
子
の
作
品
の
中
で
は
、
池
内
紀
が
い
う
よ
う
に

「対
立
物
が
音
も

な
く
せ
め
ぎ
あ
う
」
。
池
内
に
よ
れ
ば
、
作
家
が
小
説
を
書
く
目
的
は
、
こ
の

せ
め
ぎ
あ
い
を
た
だ
提
出
す
る
こ
と
。
池
内
は
い
う
。
「
つ
い
て
は
お
か
し
み

を
通
し
て
不
安
の
タ
ネ
を
ま
く
こ
と
。
ナ
ゾ
か
け
を
し
て
動
揺
さ
せ
る
こ
と
」
。

村
田
喜
代
子
と
い
う
作
家
が
描
く
男
と
女
も
、
そ
う
し
た
お
か
し
み
を
も

っ
た

不
安
の
タ
ネ
や
ナ
ゾ
と
し
て
あ
る
。

参
考
資
料

『蕨
野
行
』
　
村
田
喜
代
子
　
文
藝
春
秋

（
一
九
九
四
）

『鯉
浄
土
』
　
村
田
喜
代
子
　
講
談
社

（二
〇
〇
六
）

『
八
つ
の
小
鍋
』
（文
春
文
庫
）
　

村
田
喜
代
子
　
文
藝
春
秋

（二
〇
〇
七
）

『
異
性
文
学
論
』
　
千
石
英
世
　
ミヽ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
一房

（二
〇
〇
四
）

『小
説
読
み
の
フ
ィ
ー
ル
ド

・
ワ
ー
ク
』
　

山
本
哲
也
　
梓
書
院

（二
〇
〇
五
）

―-24-―


