
妻
・
母
と
い
う
〈
女
〉

「
桜
桃
」
試
論

鶴

谷

憲

三

は
じ
め
に

 
「
斜
陽
」
（
『
新
潮
』
昭
2
2
・
7
～
1
0
）
、
「
人
間
失
格
」
（
『
展
望
』
昭
2
3
・
6

～
8
）
と
い
う
太
宰
治
の
代
表
作
の
間
に
、
十
の
短
篇
が
発
表
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
短
篇
群
の
一
つ
の
特
色
は
、
妻
・
母
と
い

う
く
女
V
の
存
在
が
そ
の
世
界
の
重
要
な
因
子
を
に
な
っ
て
い
る
点
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
男
性
（
逆
の
場
合
は
女
性
）
の
作
家
が
異
性
を
如
何
よ
う
に
認
識

し
、
形
象
化
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
た
ん
に
資

質
な
ど
で
は
処
理
で
き
ず
、
そ
の
像
の
形
象
化
に
は
作
家
の
文
明
批
評
的
洞
察

力
、
さ
ら
に
は
そ
の
全
存
在
ま
で
関
わ
っ
て
い
る
と
し
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま

い
。
と
同
時
に
、
実
作
者
の
側
で
も
こ
の
想
い
は
強
い
は
ず
で
あ
る
。
次
の
文

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

章
は
武
田
泰
淳
の
「
女
に
つ
い
て
」
の
一
節
で
あ
る
。

 
 
 
作
家
は
女
と
共
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
分
が
何
者
で

 
 
あ
る
か
を
知
る
。
他
人
が
彼
を
こ
の
や
う
な
も
の
だ
と
思
ひ
こ
み
、
世
間

 
 
が
彼
は
こ
の
や
う
な
も
の
だ
と
言
ひ
き
か
せ
て
み
た
そ
の
自
分
で
は
な

 
 
く
、
真
に
自
分
が
何
者
と
し
て
生
き
て
ゐ
ら
れ
る
か
を
示
し
て
く
れ
る
の

 
 
は
常
に
「
女
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
な
く
し
て
は
、
作
家
は
永
久

 
 
に
、
た
ん
な
る
小
説
つ
く
り
に
終
り
、
文
学
者
と
し
て
出
発
す
る
こ
と
は

 
 
で
き
な
い
。
ま
し
て
救
は
れ
る
こ
と
は
な
い
。
作
家
は
、
ま
ず
自
分
を
書

 
 
き
、
自
分
以
外
の
人
間
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
事
業
は
、

 
 
女
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
は
た
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
女
は
女
自
身
す

 
 
べ
て
の
悪
な
る
も
の
、
善
な
る
も
の
、
人
間
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た

 
 
そ
れ
ら
を
呼
び
さ
ま
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

 
こ
の
時
期
の
太
宰
治
が
描
く
女
性
の
系
列
に
は
〈
母
性
的
な
タ
イ
プ
、
母
の

系
譜
み
た
い
な
存
在
〉
、
〈
不
可
解
な
他
者
〉
と
い
う
存
在
、
〈
強
い
生
命
力
を
も
〉

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

つ
存
在
の
三
種
類
が
あ
る
と
は
東
郷
克
美
の
評
言
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ

の
分
け
方
は
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
提
言
す
る
氏
自
身
も
承

知
の
上
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
個
々
の
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
像
を
仔
細
に
検

証
す
れ
ば
、
い
ず
れ
と
も
決
め
か
ね
る
も
の
が
顕
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
区
切

り
・
図
式
化
と
い
う
機
能
は
顔
立
ち
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
反
面
、
重
層
化
す
る

も
の
を
平
板
に
さ
せ
た
り
、
曖
昧
な
も
の
を
消
去
・
脱
落
さ
せ
る
と
い
う
側
面

を
も
あ
わ
せ
持
つ
と
言
い
換
え
て
も
い
い
。

 
「
桜
桃
」
（
『
世
界
』
昭
2
3
・
5
）
の
く
妻
〉
・
〈
母
〉
な
ど
も
規
定
を
明
確
に

し
難
い
女
性
像
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
東
郷
氏
の
先
の
分
類
に
あ
て

（137）

妻
・
母
と
い
う
〈
女
〉
 
一
「
桜
桃
」
試
論



は
め
て
み
て
も
、
い
か
な
る
事
が
あ
ろ
う
と
子
ど
も
を
守
り
ぬ
く
、
包
み
込
む

と
い
う
点
で
は
く
母
性
的
な
タ
イ
プ
〉
と
言
え
よ
う
し
、
〈
言
ふ
こ
と
に
、
い

つ
も
、
つ
め
た
い
自
信
を
持
っ
て
る
〉
る
と
い
う
点
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
け
ば
、

〈
強
い
生
命
力
〉
の
持
ち
主
で
あ
り
、
そ
う
い
う
在
り
様
が
〈
私
〉
に
は
了
解

不
可
能
な
く
他
者
〉
と
映
じ
る
の
だ
か
ら
、
終
局
の
段
階
で
は
分
類
そ
の
も
の

を
無
効
に
し
て
し
ま
う
。

 
太
宰
治
の
忌
日
の
銘
が
こ
の
作
品
に
負
っ
て
お
り
、
知
名
度
が
高
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
「
桜
桃
」
ほ
ど
そ
の
評
価
・
位
置
づ
け
が
後
述
の
如
く
多
岐
に
わ

た
っ
て
い
る
作
品
も
珍
ら
し
い
。
い
や
む
し
ろ
、
〈
不
逞
な
る
反
語
の
底
に
ひ

そ
や
か
な
る
含
差
を
蔵
す
る
〉
太
宰
治
の
〈
父
親
の
愛
情
が
美
事
に
も
〉
〈
象

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
ヨ

徴
さ
れ
て
艶
を
放
つ
〉
〈
珍
重
す
べ
き
〉
〈
短
篇
〉
で
あ
る
と
す
る
同
時
代
評

以
来
、
敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
、
そ
の
世
界
と
真
に
対
峙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
ご
く
最
近
の
こ
と
と
述
べ
て
不
遜
の
言
と
は
映
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
の
小
稿
で
は
「
桜
桃
」
の
夫
婦
の
関
わ
り
、
と
り
わ
け
〈
妻
・
母
〉
が

如
何
よ
う
な
相
貌
を
〈
夫
・
父
〉
で
あ
る
く
私
〉
に
示
し
て
い
る
か
と
い
う
点

に
焦
点
を
絞
り
、
そ
の
形
象
化
に
よ
っ
て
〈
真
に
自
分
が
何
者
と
し
て
生
き
て

ゐ
＞
6
か
を
作
家
太
宰
治
が
い
か
に
認
識
し
た
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

1

 
図
式
化
に
伴
な
う
負
性
を
お
そ
れ
ず
、
現
時
点
に
お
け
る
「
桜
桃
」
理
解
の

《
多
岐
性
V
を
ま
ず
略
述
・
整
理
し
て
み
よ
う
。

 
こ
の
作
を
〈
自
殺
寸
前
の
ぎ
り
ぎ
り
の
心
境
が
描
か
れ
て
い
る
私
小
説
的
短

篇
〉
で
あ
っ
・
て
、
〈
技
法
的
に
も
間
然
す
る
と
こ
ろ
な
き
完
壁
な
傑
作
〉
と
推

賞
し
た
の
は
奥
野
健
男
で
あ
る
。
更
に
言
葉
を
継
い
で
奥
野
は
、

 
 
 
こ
の
作
品
に
い
た
っ
て
太
宰
の
倫
理
観
、
価
値
観
は
、
実
の
社
会
の
そ

 
 
れ
と
完
全
に
転
倒
し
、
虚
の
世
界
の
そ
れ
に
な
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
ま
で
言
い
切
っ
て
い
る
。
私
小
説
的
の
〈
的
〉
が
く
せ
も
の
で
あ
る
が
、

彼
の
出
発
と
な
っ
た
『
太
宰
治
論
』
（
近
代
生
活
社
、
昭
3
1
・
2
）
に
お
い
て
、

四
歳
の
長
男
を
例
に
と
り
、
〈
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
、
彼
の
倫
理
的
潔
癖
性
の
悲
劇
〉

と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
と
こ
の
作

品
を
み
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
桜
桃
」
が
私
小
説
で
あ
る
と

す
る
こ
の
捉
え
方
は
、
今
日
ま
で
有
効
性
を
持
続
し
て
い
る
。
し
か
し
少
し
く

分
け
入
れ
ば
そ
の
観
点
も
異
な
る
。
小
野
正
文
は
「
わ
れ
山
に
む
か
ひ
て
『
桜

桃
』
分
店
」
（
『
太
宰
治
5
』
洋
々
社
、
平
1
・
5
）
で
、
太
宰
は
家
庭
と
い
う

関
係
の
中
で
く
「
私
」
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
に
V
〈
苦
心
し
、
混
乱
し
て
い
る
〉

た
め
、
奥
野
と
は
異
な
り
〈
私
小
説
と
い
う
、
こ
の
国
独
自
の
身
辺
小
説
の
特

徴
〉
が
分
裂
し
て
い
る
と
説
く
。
私
小
説
と
い
う
観
点
で
は
同
一
で
あ
る
が
、

混
乱
、
分
裂
よ
り
も
関
係
か
ら
の
強
い
自
立
志
向
を
前
面
に
押
し
出
す
の
は

「『

�
香
x
子
供
よ
り
親
が
大
事
」
（
同
前
）
の
久
保
田
芳
太
郎
で
あ
る
。
久
保

田
に
よ
れ
ば
こ
の
小
説
の
主
題
は
、

 
 
 
血
と
家
族
を
き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
、
個
と
実
存
に
ひ
た
す
ら
生
き
よ
う

 
 
と
す
る
テ
ー
ゼ

に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
奥
野
、
小
野
、
久
保
田
に
共
通
す
る
志
向
性
を
、
作
申

の
主
人
公
“
《
人
間
》
太
宰
治
に
力
点
が
あ
る
と
み
る
な
ら
ば
、
実
生
活
者
と

芸
術
家
と
の
対
立
・
葛
藤
を
読
み
解
く
切
り
口
も
は
や
く
か
ら
存
在
し
た
。
福

田
恒
存
が
こ
の
代
表
で
、
個
人
的
な
想
い
入
れ
に
流
れ
す
ぎ
、
こ
の
作
品
は
〈
弁

解
が
ま
し
く
な
っ
て
み
る
〉
（
『
定
本
全
集
9
』
解
説
」
（
筑
摩
書
房
、
昭
3
6
・
1
2
）

と
指
摘
す
る
。
福
田
の
見
解
は
大
江
健
三
郎
の
〈
通
俗
〉
す
ぎ
る
（
「
現
代
文

（138）



学
と
太
宰
治
」
『
文
学
界
』
昭
3
5
・
6
）
と
い
う
評
言
を
経
て
、
次
の
菊
地
弘

の
「
『
桜
桃
』
論
」
（
『
太
宰
治
3
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
5
4
・
4
）
ま
で

一
つ
の
水
脈
を
な
し
て
い
よ
う
。

 
 
 
桜
桃
を
〈
食
べ
て
は
種
を
吐
き
〉
に
主
人
公
の
生
の
地
獄
苦
が
反
映
し
、

 
 
そ
こ
を
乗
り
超
え
ら
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
力
点
を
置
け
ば
、
「
桜
桃
」

 
 
と
い
う
題
名
の
も
つ
意
味
と
は
や
は
り
乖
離
し
た
…
（
中
略
）
…
中
途
半
端

 
 
の
出
来
栄
え
の
作
品
と
い
え
る
。

 
ま
た
〈
ひ
そ
や
か
な
る
含
差
〉
（
臼
田
甚
五
郎
）
に
作
家
太
宰
治
の
特
質
を

看
取
す
る
視
点
は
、
〈
人
間
の
弱
さ
の
吐
露
で
〉
あ
り
、
そ
の
〈
表
白
の
し
か

た
は
、
一
見
、
偲
傲
の
よ
う
で
あ
〉
る
が
、
〈
含
差
の
心
理
〉
こ
そ
真
実
と
す

る
長
谷
川
泉
の
「
含
差
と
据
傲
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
4
9
・
1
2
）
へ
と
今
日
ま

で
受
け
つ
な
が
れ
、
作
家
太
宰
治
の
本
質
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
姿
を
と
る
。

 
「
桜
桃
」
を
明
確
な
構
成
に
支
え
ら
れ
て
い
る
計
算
さ
れ
尽
く
し
た
作
品
と

読
み
取
り
、
多
様
な
視
点
か
ら
言
及
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
く
最
近

の
こ
と
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

 
相
原
和
邦
は
主
人
公
の
自
称
の
多
様
さ
に
着
目
し
、
〈
子
供
や
妻
と
の
《
鎖
》

の
か
ら
ま
り
を
感
じ
る
だ
け
、
一
層
親
の
立
場
、
夫
の
立
場
を
強
く
打
ち
出
そ

う
と
〉
し
た
が
、
そ
の
主
張
は
〈
願
望
の
域
〉
に
終
ら
ざ
る
を
得
ぬ
微
妙
な
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら

れ
を
描
こ
う
と
し
た
と
説
く
。
〈
直
接
子
供
に
対
し
て
の
自
己
正
当
化
と
い
う

よ
り
、
妻
に
あ
て
つ
け
た
自
暴
自
棄
の
居
直
り
〉
を
描
い
た
、
文
字
通
り
の
く
「
矢

婦
喧
嘩
の
小
説
」
〉
と
す
る
の
は
曽
根
博
義
で
あ
る
。
曽
根
の
主
張
は
〈
子
供

を
抱
え
た
「
母
」
の
不
動
の
強
さ
〉
に
対
す
る
〈
私
〉
の
驚
嘆
す
べ
き
想
い
、

換
言
す
れ
ば
、
自
己
存
在
の
在
ゆ
様
に
盲
目
的
信
頼
を
寄
せ
る
女
親
の
不
気
味

さ
、
い
ら
だ
ち
に
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
の
巧
み
さ
は
た
ゆ
た

妻
・
母
と
い
う
〈
女
〉

「
桜
桃
」
試
論

う
主
人
公
の
心
の
壁
を
間
接
的
に
し
か
語
ら
な
い
点
に
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
支

え
て
い
る
の
が
く
最
初
か
ら
、
作
者
と
「
語
り
手
の
「
私
」
と
登
場
人
物
の
「
私
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

が
共
謀
し
て
話
を
は
ぐ
ら
か
し
て
い
く
〉
手
法
な
の
だ
と
云
う
。

 
太
宰
の
方
法
意
識
の
自
覚
化
を
よ
り
強
調
し
、
〈
流
動
す
る
「
私
」
の
在
り
方
〉

へ
の
明
確
な
自
意
識
が
「
桜
桃
」
の
特
徴
と
評
言
す
る
の
は
関
谷
一
郎
で
あ
る
。

〈
個
の
自
閉
し
た
懊
悩
を
歌
い
上
げ
る
純
然
た
る
私
小
説
作
家
V
と
、
太
宰
と

の
方
法
の
決
定
的
違
い
は
自
意
識
の
強
烈
さ
に
あ
り
、
〈
涙
の
谷
＞
1
1
現
実
と
、

拮
抗
す
べ
き
く
山
V
1
1
不
動
の
超
越
性
の
断
念
が
主
人
公
の
流
動
を
う
な
が
し

 
 
 
 
 
 
 
 
は
マ

て
い
る
と
関
谷
は
云
う
。

 
関
谷
の
論
に
触
発
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
見
解
は
転
倒
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
読

み
解
く
の
は
勝
原
晴
希
「
非
在
の
〈
山
〉
に
向
か
っ
て
1
太
宰
治
『
桜
桃
』
の

姿
勢
1
」
（
『
日
本
近
代
文
学
4
6
』
平
4
・
5
）
で
あ
る
。
勝
原
の
力
点
は
、
関

谷
が
説
く
＜
「
私
」
の
自
己
同
一
性
の
不
安
定
〉
こ
そ
が
逆
に
〈
《
「
私
」
の

自
己
同
一
性
》
の
保
持
を
示
〉
す
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
「
桜
桃
」
の

精
髄
は
〈
理
念
へ
の
祈
願
と
理
念
へ
の
抵
抗
、
い
と
し
さ
と
い
と
し
さ
へ
の
抵

抗
と
の
葛
藤
〉
と
い
う
無
限
の
往
復
運
動
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
か
れ
て
い

る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

 
評
家
の
核
心
を
管
見
に
入
っ
た
か
ぎ
り
《
整
理
》
し
、
そ
の
流
れ
を
展
望
し

て
み
た
。
切
り
口
が
入
り
み
だ
れ
、
ま
さ
に
百
花
練
乱
の
感
が
あ
る
と
言
っ
て

よ
く
、
こ
の
作
品
の
位
置
が
不
安
定
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
も
っ
と

も
、
こ
の
短
篇
が
こ
れ
ほ
ど
の
多
様
さ
を
包
含
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
逆
に

そ
の
世
界
の
曲
豆
饒
さ
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
逆
説
的
に
言
え
ば
他
な
ら
な
い
こ

と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。

 
「
桜
桃
」
の
世
界
は
〈
子
供
よ
り
親
が
大
事
、
と
思
ひ
た
い
。
〉
と
い
う
一
文
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で
開
示
さ
れ
、
〈
虚
勢
み
た
い
に
眩
く
言
葉
は
、
子
供
よ
り
親
が
大
事
。
〉
と
い

う
章
句
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
〈
思
ひ
た
い
〉
と
は
実
際
に
は
そ
う
思
え
な
い

面
が
あ
る
こ
と
を
も
の
語
っ
て
い
る
し
、
後
者
も
同
様
に
〈
虚
勢
〉
と
い
う
強

が
り
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
何
ら
か
の
《
揺
れ
》

で
は
じ
ま
り
、
そ
れ
が
最
後
ま
で
続
い
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
自
明
の
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
た
か
と
い
う
と
、
あ
た
か
も

一
つ
の
理
念
が
断
定
さ
れ
て
い
る
か
の
如
き
見
解
に
し
ば
し
ば
出
会
う
か
ら
で

あ
る
。
典
型
的
な
例
は
す
で
に
確
認
し
た
奥
野
健
男
や
菊
地
弘
の
評
言
に
み
ら

れ
る
。

 
 
 
「
父
」
の
「
親
が
有
る
か
ら
子
が
育
た
ぬ
」
が
こ
こ
で
は
、
「
子
よ
り
親

 
 
が
大
事
」
と
居
な
お
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
奥
野
）

 
 
 
作
の
冒
頭
と
終
末
に
〈
子
供
よ
り
親
が
大
事
〉
と
あ
る
よ
う
に
、
個
の

 
 
確
立
が
妻
子
、
家
庭
の
な
か
で
対
立
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

 
 
う
だ
と
す
れ
ば
…
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
菊
地
）

（
傍
点
鶴
谷
、
以
下
こ
と
わ
り
な
き
限
り
同
様
と
す
る
。
な
お
太
宰
の
引
用
は

『
太
宰
治
全
集
』
（
筑
摩
書
房
、
昭
5
0
・
6
～
昭
5
2
・
1
1
）
に
拠
っ
た
。
）

 
こ
れ
ら
の
観
点
で
は
、
作
品
が
は
ら
む
主
人
公
の
《
揺
れ
》
・
重
層
化
さ
れ

た
も
の
は
読
み
取
り
難
く
、
静
止
、
固
定
、
平
板
な
も
の
と
し
か
映
ら
な
い
と

言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
ひ
と
ま
ず
言
え
ば
多
く
の
評
家
（
と
り
わ
け
〈
私
小
説
〉

乏
と
ら
な
い
、
あ
る
い
は
ジ
ャ
ン
ル
を
意
に
介
さ
な
い
評
家
）
と
同
様
に
こ
の

作
品
の
〈
父
〉
・
〈
私
〉
を
等
身
大
の
太
宰
治
と
取
る
必
要
は
な
い
。
〈
私
小
説
〉

と
は
、
〈
小
説
の
時
間
と
実
生
活
の
時
間
と
の
混
同
な
い
し
は
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
ア
ブ
ル
（
交
換
可
能
）
な
関
係
〉
の
小
説
で
あ
る
と
す
る
三
好
行
雄
の
指

 
 摘

が
一
般
的
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
本
質
は
、
俗
に
云
う
そ
の
随
筆
性
、
日
常

茶
飯
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
日
常
性
の
中
に
〈
非
日
常
性
〉
を
発
見
す
る
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 

い
う
逆
説
性
に
あ
る
と
表
現
す
る
平
野
謙
の
見
解
も
あ
る
。
「
桜
桃
」
に
は
平

野
が
云
う
日
常
の
中
の
非
日
常
と
い
う
逆
説
は
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
も
理
由
の

一
つ
に
挙
げ
て
も
い
い
。
さ
ら
に
は
視
線
の
固
定
化
と
い
う
私
小
説
的
手
法
と

も
、
こ
の
作
品
は
決
定
的
に
異
な
っ
て
も
い
る
。

 
太
宰
治
が
あ
か
ら
さ
ま
に
日
常
の
家
庭
の
実
体
、
と
り
わ
け
子
ど
も
を
《
素

材
》
と
し
て
仮
構
化
し
た
作
品
は
多
い
と
は
言
え
な
い
。
「
桜
桃
」
の
ほ
ぼ
一

年
前
に
発
表
さ
れ
て
い
る
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
（
『
展
望
』
昭
2
2
・
3
）
に
く
脳

が
悪
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
〉
る
三
歳
の
子
ど
も
に
つ
い
て
言
及
さ
れ

て
い
る
件
く
ら
い
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
分
の
子
ど
も
に
想
い
を

馳
せ
な
か
っ
た
と
云
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
『
津
軽
』
（
小
山
書
店
、
昭
1
9
・

1
1
）
の
一
節
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
意
識
的
で
あ
れ
、
無
意
識
的
で
あ

れ
、
太
宰
ま
た
子
ど
も
の
こ
と
を
想
起
せ
ず
に
い
ら
れ
ぬ
年
齢
に
間
違
い
な
く

さ
し
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
東
京
の
草
屋
の
子
ど
も
の
事
な
ど
、
ふ
と
思
っ
た
。
な
る
べ
く
思
ひ
出

 
 
さ
な
い
や
う
に
し
て
み
る
の
だ
が
、
心
の
空
虚
の
隙
を
ね
ら
っ
て
、
ひ
よ

 
 
い
と
子
供
の
面
影
が
胸
に
飛
び
込
む
。
…
（
中
略
）
…
子
供
は
百
日
咳
を

 
 
や
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
の
母
は
、
二
番
目
の
子
供
を
近

 
 
く
生
む
の
で
あ
る
。

 
こ
の
文
章
に
は
「
桜
桃
」
の
冒
頭
や
結
末
の
章
句
と
は
異
な
り
、
《
揺
れ
〉
、

ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
心
情
の
振
幅
は
な
い
。
〈
子
供
〉
や
く
そ
の
母
〉
へ
の
卒

直
な
感
情
の
表
白
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
〈
心
の
空
虚
〉
を
つ
く
ら
な
い
た
め

に
は
、
何
事
か
に
打
ち
込
み
、
関
心
を
別
の
方
に
持
っ
て
い
く
し
か
な
い
。
い
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わ
ば
、
自
転
運
動
を
不
断
に
自
ら
に
課
す
る
他
は
な
い
の
だ
。

 
問
題
と
す
べ
き
は
、
「
桜
桃
」
で
の
心
情
の
《
揺
れ
》
、
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ

な
想
い
の
対
象
が
何
に
収
敏
し
う
る
か
と
い
う
点
に
関
わ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
自

称
の
多
様
さ
も
こ
の
点
と
連
関
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

2

 
作
中
の
自
称
の
多
様
さ
と
も
密
接
に
関
わ
る
「
桜
桃
」
の
構
造
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
多
く
の
評
家
の
亙
れ
た
分
析
・
言
及
が
あ
る
。
と
り
わ
け
、
〈
作
者
太

宰
治
と
語
り
手
の
「
私
」
と
主
人
公
の
「
私
」
〉
と
を
区
別
し
、
こ
の
三
者
が

同
一
で
あ
る
か
の
如
く
思
わ
せ
る
〈
随
筆
風
〉
の
語
り
口
も
あ
れ
ば
、
自
己
を

相
対
化
し
た
〈
客
観
的
な
視
点
〉
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
〈
妻
の
視
点
、
語
り
〉

の
箇
所
も
あ
る
と
分
析
し
、
「
桜
桃
」
は
く
妻
の
強
さ
、
女
の
強
さ
〉
を
描
く

と
こ
ろ
に
眼
目
が
あ
る
と
す
る
曽
根
博
義
の
見
解
に
多
く
の
示
唆
を
得
た
。
屋

上
屋
を
架
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ぬ
が
、
関
係
性
、
他
者
と
い
う
点
を
軸
に
し

て
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点
に
作
者
太
宰
治
の
主
眼
点

が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
の
件
で
あ
る
。

 
 
 
生
き
る
と
い
ふ
事
は
、
た
い
へ
ん
な
事
だ
。
あ
ち
こ
ち
か
ら
鎖
が
か
ら

 
．
ま
っ
て
み
て
、
少
し
で
も
動
く
と
、
血
が
噴
き
出
す
。

 
主
人
公
〈
私
〉
は
く
血
が
噴
き
出
〉
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
生
の
本
質
を

知
る
が
た
め
、
家
庭
は
お
ろ
か
日
常
生
活
で
の
対
人
関
係
、
さ
ら
に
は
読
者
に

ま
で
必
死
の
〈
奉
仕
〉
に
こ
れ
努
め
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
の
考
え
が
理
解

さ
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
で
い
る
。
こ
こ
で
の
く
私
〉
の
想
い
を
仔
細
に
説

明
す
れ
ば
、
左
記
の
よ
う
な
評
言
に
収
敏
す
る
は
ず
で
あ
る
。

 
 
 
人
間
と
人
間
と
の
〈
関
係
〉
の
な
か
で
、
傷
つ
く
の
は
い
つ
も
よ
り
お

妻
・
母
と
い
う
〈
女
〉
 
一
「
桜
桃
」
試
論

 
 
お
く
心
を
あ
た
え
た
ほ
う
だ
。
ま
た
よ
り
お
お
く
＜
関
係
〉
の
意
識
の
強

 
 
度
を
体
験
し
た
も
の
だ
。
も
っ
と
も
人
間
が
傷
つ
か
な
い
世
界
は
〈
習
慣

 
 
化
〉
さ
れ
た
世
界
だ
。
…
（
中
略
）
…
人
間
と
人
間
と
の
〈
関
係
〉
で
、

 
 
あ
た
え
る
も
の
ほ
ど
傷
つ
く
し
、
傷
の
深
さ
は
あ
た
え
る
度
合
い
に
対
応

 
 
す
る
と
い
う
の
は
不
都
合
で
あ
り
、
矛
盾
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
な
ぜ
、

 
 
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
？
 
 
（
吉
本
隆
明
『
島
尾
敏
雄
』
）

 
「
桜
桃
」
に
子
ど
も
に
寄
せ
る
男
親
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
特
に
〈
白
痴
・
唖
〉
の
お
そ
れ
を
い
だ
か
せ
る
四
歳
の
長
男
の
前
途
に

思
い
を
は
せ
る
時
、
そ
の
想
い
ば
強
く
胸
を
し
め
つ
け
る
。
そ
れ
は
く
し
ば
し

ば
発
作
的
に
、
こ
の
子
を
抱
い
て
川
に
飛
び
込
ん
で
し
ま
ひ
た
く
〉
な
る
ほ
ど

の
痛
烈
さ
で
あ
る
。

 
〈
他
者
〉
と
は
通
常
自
分
に
と
っ
て
了
解
不
可
能
な
存
在
の
謂
で
用
い
ら
れ

よ
う
。
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
自
己
同
一
性
）
の
獲
得
・
不
安
・
分
裂

に
つ
い
て
竹
田
青
嗣
は
次
の
よ
う
に
説
く
。

 
 
 
人
間
は
、
何
ら
か
の
形
で
自
分
が
優
越
性
や
役
割
関
係
を
持
っ
て
い
る

 
 
と
い
う
意
識
に
よ
っ
て
、
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

 
 
テ
ィ
を
得
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
認
で
き
な

 
 
い
と
人
間
は
不
安
に
な
り
、
分
裂
す
る
。
私
は
私
で
あ
る
と
い
う
確
信
が

 
 
持
て
な
く
な
る
。

 
竹
田
に
よ
れ
ば
，
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
に
は
他
者
の
ま
な
ざ
し
が
不

可
欠
で
あ
り
、
と
同
時
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ゆ
さ
ぶ
る
も
の
も
ま
た
他
者

と
死
と
な
る
。
〈
他
者
と
は
自
分
は
こ
う
い
う
人
間
で
あ
る
と
い
う
「
私
」
の

物
語
、
「
私
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
つ
ね
に
脅
か
す
存
在
〉
と
し
て
個

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ

人
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四
歳
の
長
男
に
象
徴
さ
れ
る
子
供
に
〈
私
〉
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
自
己
抹
殺
と
い
う
《
死
》
が
如
実

に
浮
か
び
上
が
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
子
ど
も
か
ら
男
親
へ

と
い
う
く
ま
な
ざ
し
〉
は
皆
無
で
あ
り
、
逆
に
〈
役
割
関
係
〉
の
く
意
識
〉
の

強
度
は
十
二
分
に
う
か
が
わ
れ
る
。
思
う
に
父
親
で
あ
る
く
私
〉
に
と
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
の
う
る
さ
さ
は
、
了
解
不
可
能
な
く
他
者
V
と
し
て
映
じ
て
い
る

わ
け
で
な
い
。
せ
い
ぜ
い
〈
ひ
と
り
ぶ
つ
ぶ
つ
不
平
を
言
ひ
出
す
〉
程
度
の
こ

と
で
あ
る
。
作
者
太
宰
治
に
と
っ
て
子
ど
も
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
惹
こ
と
は
自

明
な
こ
と
で
、
逆
に
変
に
も
の
わ
か
り
が
い
い
存
在
で
あ
っ
た
な
ら
、
む
し
ろ

奇
異
に
映
る
に
ち
が
い
な
い
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
を
殴
る
四
歳
の
娘
を

引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
俗
に
云
う
子
供
の
純
真
さ
を
否
定
し
て
〈
感
覚
だ

け
の
人
間
は
、
悪
鬼
に
似
て
み
る
。
ど
う
し
て
も
倫
理
の
訓
練
は
必
要
で
あ
る
。
〉

（「

ヰ
^
」
『
東
京
新
聞
』
昭
1
9
・
1
0
・
1
6
）
と
力
説
し
た
の
は
、
三
年
半
余
り

前
の
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
持
つ
本
質
は
十
二
分
す
ぎ
る
ほ
ど
理
解
し
て
い

た
と
思
う
の
で
あ
る
。

 
同
様
に
〈
太
宰
と
い
ふ
作
家
〉
で
あ
る
く
私
〉
に
と
っ
て
文
芸
評
論
家
な
り
、

読
者
が
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ゆ
さ
ぶ
る
〈
他
者
〉
の
名
に
値
す
る
存

在
と
し
て
こ
の
短
篇
で
描
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
疑
問
な
し
と
は

し
な
い
。
〈
私
は
悲
し
い
時
に
、
か
へ
っ
て
軽
い
楽
し
い
物
語
の
創
造
に
努
力

す
る
〉
と
い
う
小
説
作
法
や
、
《
書
く
》
と
い
う
営
為
に
伴
う
産
み
の
苦
し
み

は
弁
解
気
味
に
語
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
あ
ま
り
た
く
さ
ん
書
け
る
小
説
家
で
は
無
い
の
で
あ
る
。
極
端
な
小
心

 
 
者
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
公
衆
の
面
前
に
引
き
出
さ
れ
、
へ
ど
も
ど
し
な

 
 
が
ら
書
い
て
み
る
の
で
あ
る
。

ノ

 
し
か
し
こ
れ
ら
は
、
了
解
不
可
能
な
く
人
〉
・
〈
読
者
V
へ
の
プ
ロ
テ
ス
ト

と
い
う
よ
り
も
、
△
生
懸
命
〉
に
生
き
て
い
る
と
す
る
自
分
の
姿
勢
を
語
っ

た
も
の
で
あ
り
、
〈
糞
面
目
で
、
興
覚
め
な
、
気
ま
つ
い
事
に
堪
へ
切
れ
な
い
〉

自
ら
の
性
情
を
吐
露
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈
糞
真
面
目
で
、
興
覚
め
な
、

気
ま
つ
い
事
V
を
く
つ
め
た
い
自
信
を
持
っ
て
V
言
い
得
て
い
る
の
は
、
女
親

で
あ
る
く
妻
〉
だ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
男
親
、
作
家
と
い
う
役
割
は
比

重
が
小
さ
く
、
家
庭
内
に
お
け
る
母
親
が
、
〈
私
〉
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

ゆ
さ
ぶ
る
〈
他
者
〉
と
し
て
た
ち
ふ
さ
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。

 
す
で
に
曽
根
氏
の
精
細
な
分
析
が
あ
る
の
で
、
簡
略
に
述
べ
る
が
、
「
桜
桃
」

の
世
界
に
わ
け
入
る
に
は
や
は
り
自
称
の
問
題
が
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
。
自
称

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ

は
く
話
し
手
の
待
遇
意
識
V
の
く
反
映
〉
で
あ
り
、
他
者
と
の
関
係
意
識
が

暗
黙
の
う
ち
に
語
ら
れ
て
い
る
。
最
も
頻
度
が
多
い
の
は
く
父
V
（
〈
お
父
さ
ん
V

を
含
む
）
の
二
一
回
、
つ
い
で
〈
私
〉
が
一
九
回
、
〈
親
〉
五
回
、
〈
夫
〉
〈
自
分
〉

〈
お
れ
〉
が
各
三
回
で
あ
り
、
ち
な
み
に
母
親
の
代
名
詞
は
〈
母
〉
一
三
回
、
〈
妻
V
‘

二
回
、
そ
し
て
〈
お
前
〉
が
一
回
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
呼
称
を
考
察
す
る
場
合
、

小
説
内
現
在
と
い
う
時
間
の
問
題
も
無
視
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と

云
う
の
も
、
先
に
あ
げ
た
自
称
の
使
用
に
は
、
あ
る
傾
向
が
う
か
が
え
る
か
ら

で
あ
る
。

 
「
桜
桃
」
の
小
説
内
時
間
は
、
あ
る
夏
の
夕
食
時
に
は
じ
ま
り
、
〈
夫
婦
喧
嘩
〉

の
後
、
〈
家
の
中
の
憂
畿
〉
に
た
え
き
れ
な
く
な
っ
て
酒
場
で
桜
桃
を
た
べ
る

結
末
ま
で
の
、
ほ
ん
の
数
時
間
に
す
ぎ
な
い
。
〈
夫
婦
喧
嘩
〉
と
は
言
う
も
の
の
、

内
実
は
派
手
な
口
論
や
立
ち
回
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
男
親

の
側
の
意
識
で
と
ら
え
ら
れ
た
現
象
な
の
で
あ
っ
て
、
実
際
の
男
親
は
た
だ
た
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だ
沈
黙
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

 
 
㈲
涙
の
谷
。
父
は
黙
し
て
食
事
を
つ
づ
け
た
。

個
母
に
言
は
れ
て
父
は
黙
し
…

◎
「
涙
の
谷
」
さ
う
言
は
れ
て
、
夫
は
ひ
が
ん
だ
。

 
好
ま
な
い
。
沈
黙
し
た
。
 
 
-

し
か
し
言
い
争
ひ
は

 
 
⑰
「
そ
ん
な
…
」
父
は
ま
た
黙
し
た
。

 
囚
か
ら
⑪
は
小
説
内
の
短
い
時
の
推
移
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
件
に
お
け
る

自
称
は
〈
父
〉
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
〈
父
〉
・
〈
母
〉
は
子
供
の
存
在
が
前

提
と
な
っ
て
い
る
呼
称
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
前
後
に
〈
私
〉
と
い
う
よ
り
多
く

の
役
割
を
に
な
う
、
客
体
化
さ
れ
た
自
称
の
件
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
㈲
の
く
母
〉
の
こ
と
ば
が
発
端
と
な
り
㈱
の
後
に
続
く
＜
誰
か
ひ
と
を
雇

ひ
な
さ
い
。
ど
う
し
た
っ
て
、
さ
う
し
な
け
れ
ば
、
い
け
な
い
。
〉
と
お
そ
る

お
そ
る
〈
眩
く
〉
ま
で
の
件
の
自
称
は
〈
私
〉
が
中
心
で
あ
り
、
繰
り
ご
と
め

い
た
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
続
い
て
い
る
。
つ
い
で
く
母
V
の
ま
な
ざ
し
に
支
配
さ
れ

た
件
が
あ
ら
わ
れ
る
。

 
 
 
子
供
が
三
人
。
父
は
家
事
に
は
全
然
無
能
で
あ
る
。
蒲
団
さ
へ
自
分
で

 
 
上
げ
な
い
。

 
こ
の
〈
母
〉
の
ま
な
ざ
し
は
、
次
第
に
誰
の
語
り
口
と
も
判
然
と
せ
ぬ
不
分

明
な
も
の
に
移
り
、
あ
る
父
親
が
唖
の
次
男
を
殺
す
と
い
う
新
聞
記
事
を
境
に

〈
私
に
ヤ
ケ
酒
を
飲
ま
せ
る
〉
と
く
私
〉
の
視
線
へ
と
明
確
に
変
化
し
て
い
る
。

◎
か
ら
㈲
の
く
「
涙
の
谷
」
そ
れ
が
導
火
線
〉
と
す
る
小
説
内
現
在
で
再
び
中

妻
・
母
と
い
う
〈
女
〉

「
桜
桃
」
試
論

心
と
な
る
の
は
く
父
〉
と
く
母
〉
で
あ
り
、
二
人
の
関
係
が
〈
こ
の
夫
婦
〉
と

云
う
距
離
を
お
い
た
叙
述
か
ら
〈
お
れ
だ
っ
て
お
前
に
負
け
ず
、
子
供
の
事
は

考
へ
て
る
る
〉
と
く
私
〉
の
主
情
性
が
直
接
的
に
浮
上
す
る
語
り
の
層
ま
で
幾

つ
か
の
レ
ベ
ル
の
語
り
が
混
在
す
る
。
こ
の
小
説
内
現
在
は
〈
仕
事
部
屋
の
ほ

う
へ
出
か
け
た
い
ん
だ
け
ど
〉
ま
で
続
き
、
〈
私
〉
の
内
言
が
再
度
語
ら
れ
、

結
び
は
く
父
〉
の
く
虚
勢
み
た
い
に
眩
く
言
葉
〉
で
終
っ
て
い
る
。

 
こ
の
語
り
の
様
態
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
そ
の
視
線
が
静
止
・
固
定
し
て
い

る
い
わ
ゆ
る
私
小
説
と
は
決
定
的
に
質
が
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
桜

桃
」
は
作
者
太
宰
治
に
よ
っ
て
微
妙
な
語
り
口
が
使
い
分
け
ら
れ
た
、
緻
密
な

計
算
の
も
と
に
な
る
《
小
説
》
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
み
や
す
い
件
は
同
内

容
を
示
す
以
下
の
章
句
で
あ
る
。
〈
配
給
だ
の
、
登
録
だ
の
、
そ
ん
な
事
は
何

も
知
ら
な
い
V
と
は
く
母
〉
の
ま
な
ざ
し
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
〈
父
〉
の
姿

で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
、
〈
配
給
や
登
録
の
事
だ
つ
て
、
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
、

知
る
ひ
ま
が
無
い
の
だ
。
〉
（
傍
点
太
宰
）
と
は
く
父
〉
の
言
い
分
で
あ
る
。
作

者
太
宰
は
こ
う
し
た
い
ず
れ
の
語
り
を
も
統
括
し
て
い
る
存
在
で
あ
っ
て
、
微

妙
な
語
り
の
《
揺
れ
・
ず
れ
V
を
自
由
自
在
に
あ
や
つ
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば

な
る
ま
い
。

 
「
桜
桃
」
は
く
鎖
〉
、
す
な
わ
ち
関
係
性
の
問
題
を
主
題
と
し
た
小
説
で
あ
る

が
、
そ
の
中
心
は
子
ど
も
と
の
関
わ
り
に
あ
る
の
で
な
く
、
〈
父
・
夫
〉
と
く
母
・

妻
〉
と
の
関
わ
り
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
核
を
成
す
の
は
く
父
〉
の

立
場
か
ら
言
え
ば
、
自
己
を
不
安
や
分
裂
に
辞
し
入
れ
ず
に
は
お
か
ぬ
《
他

者
》
と
し
て
の
く
母
・
妻
〉
で
あ
る
。
こ
の
時
、
〈
父
〉
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
現
実
性
に
欠
く
る
事
が
あ
っ
た
と
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
衣
食
住
を
中
心
と

す
る
日
常
的
現
象
だ
け
が
現
実
で
は
な
く
、
と
り
と
め
も
な
く
空
想
を
め
ぐ
ら
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し
た
り
、
非
現
実
的
な
こ
と
を
夢
想
す
る
時
間
も
間
違
い
な
く
現
実
の
姿
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

 
作
家
で
あ
る
く
父
〉
が
内
心
思
い
描
く
作
家
像
、
す
な
わ
ち

 
 
 
お
れ
だ
っ
て
、
兇
暴
な
魔
物
で
は
な
い
。
妻
子
を
見
殺
し
に
し
て
平
然

 
 
と
い
ふ
や
う
な
「
度
胸
」
を
持
っ
て
る
な
い
の
だ
。

と
す
る
像
に
異
を
と
な
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
な
の
で
あ
る
。
〈
父
〉
と

て
日
常
生
活
の
中
で
苦
し
み
に
耐
え
続
け
て
い
る
〈
母
〉
の
姿
を
知
ら
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
ど
う
し
て
も
理
解
で
き
ぬ
の
は
く
つ
め
た
い
自
信
〉
を
ひ

め
て
、
動
じ
よ
う
と
し
な
い
、
又
は
そ
う
い
う
自
己
の
存
在
を
疑
お
う
と
も
し

な
い
《
自
覚
の
無
さ
》
と
い
う
平
な
の
で
あ
る
。

 
〈
白
痴
・
唖
〉
か
も
知
れ
ぬ
四
歳
の
長
男
に
対
・
し
て
〈
父
〉
で
あ
る
く
夫
〉

は
発
作
的
な
無
理
心
中
を
夢
想
す
る
。
い
わ
ば
〈
死
〉
に
よ
る
自
己
不
安
・
分

裂
の
停
止
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
〈
母
〉
で
あ
る
く
妻
V
は
く
固
く
硬
し
め
る
〉

の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
状
態
に
な
ろ
う
が
自
分
だ
け
は
み
は
な
さ
な
い
、
最
後

ま
で
包
み
込
も
う
と
す
る
。
こ
の
対
比
が
両
親
の
違
い
を
象
徴
的
に
も
の
語
っ

て
い
よ
う
。
〈
ど
こ
の
女
も
、
た
い
て
い
そ
‘
ん
な
も
の
で
あ
る
が
。
〉
と
い
う
註

釈
が
あ
る
が
、
こ
の
〈
女
〉
と
は
女
性
一
般
を
さ
す
わ
け
で
は
な
い
。
極
言
す

れ
ば
く
女
〉
は
弱
い
か
も
知
れ
ぬ
。
強
く
、
不
動
な
の
は
子
を
持
っ
た
女
、
す

な
わ
ち
〈
母
〉
で
あ
る
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

 
日
常
性
と
は
今
日
と
同
じ
よ
う
に
明
日
も
又
や
っ
て
く
る
こ
と
を
疑
わ
ぬ
こ

と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
こ
の
前
提
を
疑
い
出
し
た
ら
際
限
も
な
い
自

意
識
の
分
裂
・
不
安
を
惹
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
存
在
の

本
質
は
、
い
つ
、
い
か
な
る
場
所
で
何
が
お
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
親
死
に
子
死
に
孫
死
ぬ
と
い
う
言
葉
は
一
見
不
吉
な
感
じ
を
与
え
ず

に
は
お
か
ぬ
が
、
少
し
角
度
を
ず
ら
す
だ
け
で
如
何
に
《
自
然
》
な
状
態
を
表

し
て
い
る
か
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
喩
で
言
う
な
ら
、
〈
母
〉
で
あ
る
く
妻
〉

の
存
在
は
日
常
性
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
他
な
ら
ず
、
〈
父
V
で
あ
る
く
矢
〉
は
非

日
常
性
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
な
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
が
人
間
存
在
の
本
質
を
衝
い
て

い
る
か
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

 
日
常
的
現
実
か
ら
み
れ
ば
、
こ
こ
で
の
く
私
〉
は
在
々
に
お
え
ぬ
、
わ
が
ま

ま
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
〈
女
房
〉
の
願
い
を
知
り
つ
つ
も
、
あ
え
て
自
分
の

た
め
だ
け
に
無
視
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。

 
 
 
「
今
夜
は
、
私
、
妹
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
来
た
い
と
思
っ
て
み
る
の
で

 
 
す
け
ど
。
」
そ
れ
も
、
私
は
知
っ
て
み
た
。
妹
は
重
態
な
の
だ
。
し
か
し
、

 
 
女
房
が
見
舞
ひ
に
行
け
ば
、
私
は
子
供
の
お
守
り
を
し
て
み
な
け
れ
ば
な

 
 
ら
ぬ
。

 
お
そ
ら
く
＜
私
〉
は
、
こ
の
願
い
を
以
前
か
ら
知
ら
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
し
て
〈
思
っ
て
み
る
事
を
ハ
ツ
キ
リ
主
張
で
き
〉
ぬ
く
私
〉
は
、
そ
の

時
、
曖
昧
な
形
で
も
承
諾
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
両
者
の
決
定
的
な
違
い

は
、
巳
常
的
現
実
の
苦
し
さ
の
深
浅
な
ど
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
〈
つ
め
た
い

自
信
V
と
く
自
信
V
の
く
無
〉
さ
と
い
う
自
己
存
在
へ
の
自
覚
の
有
無
に
関
わ
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
再
度
確
認
す
れ
ば
く
他
者
V
と
は
く
私
〉
の
く
物
語
〉
・
〈
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
〉
〈
脅
か
す
存
在
〉
の
謂
で
あ
る
。
〈
私
〉
が
の
ぞ
む
世
界
・

自
己
像
が
ブ
イ
ク
シ
ョ
シ
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、

そ
れ
は
問
題
外
で
あ
る
。
「
桜
桃
」
で
の
く
私
〉
は
そ
う
い
う
こ
と
を
全
く
意

識
に
の
ぼ
ら
せ
な
い
〈
妻
〉
に
対
し
て
や
り
き
れ
な
さ
、
〈
憂
欝
〉
を
覚
え
て

い
る
の
で
あ
り
、
と
き
と
す
れ
ば
、
〈
何
か
切
り
か
へ
さ
れ
た
ら
、
ぐ
う
の
音

も
出
な
い
〉
自
分
の
ほ
う
が
何
か
欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
惑
う
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の
で
あ
る
。
吉
本
隆
明
の
評
言
を
か
り
て
言
え
ば
〈
《
関
係
》
の
意
識
の
強
度
〉

を
強
く
意
識
す
る
ほ
う
が
、
か
え
っ
て
関
係
と
い
う
〈
鎖
〉
か
ら
脱
が
れ
よ
う

と
す
る
消
極
的
な
姿
に
映
る
と
い
う
逆
説
が
こ
こ
に
は
提
出
さ
れ
て
い
る
よ

う
。
こ
こ
で
の
く
母
〉
で
あ
る
く
妻
〉
に
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
…
機
微
は
と

う
て
い
理
解
不
可
能
な
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。

 
 
 
ヴ
ア
レ
リ
イ
の
言
葉
、
 
 
善
を
な
す
場
合
に
は
、
い
つ
も
詫
び
な
9

 
 
が
ら
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
善
ほ
ど
他
人
を
傷
つ
け
る
も
の
は
な
い
の

 
 
だ
か
ら
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
「
美
男
子
と
煙
草
」
）

 
常
識
的
に
は
も
っ
と
も
身
近
で
あ
り
な
が
ら
、
逆
に
そ
れ
だ
け
に
距
離
の
へ

だ
た
り
を
よ
り
自
覚
せ
ざ
惹
を
得
な
い
〈
他
者
〉
、
こ
の
点
に
〈
私
〉
か
ら
み

た
く
妻
〉
の
本
質
が
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
〈
冷
た
い
自
信
〉
に
満
ち
、

不
動
の
巌
の
よ
う
な
〈
他
者
〉
の
前
に
表
面
的
に
は
黙
し
、
内
面
で
た
だ
〈
私
〉

は
ひ
た
す
ら
流
動
し
、
揺
れ
続
け
る
の
み
で
あ
る
。
結
末
の
章
句
の
三
度
の
リ

フ
レ
イ
ン
も
こ
う
考
え
る
と
よ
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
 
 
父
は
大
血
に
盛
ら
れ
た
桜
桃
を
、
き
わ
め
て
ま
つ
さ
う
に
食
べ
て
は
種

 
 
を
吐
き
、
食
べ
て
は
種
を
吐
き
、
食
べ
幽
て
は
種
を
吐
き
…
…

ど
た
ゆ
た
い
、
思
い
惑
う
こ
と
に
な
り
、
逆
に
そ
う
い
う
こ
と
を
一
切
自
明
な

も
の
と
し
て
疑
お
う
と
し
な
い
人
間
ほ
ど
《
強
く
》
見
え
る
と
い
う
ア
イ
ロ

．
ニ
ー
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
又
、
日
常
性
の
本
質
に
あ
る
非
日
常
性
を
自
覚
し
て

い
る
人
間
と
、
無
自
覚
な
人
間
と
の
差
異
と
言
っ
て
も
よ
い
。
前
者
を
象
徴
す

る
も
の
が
、
夫
、
男
親
で
あ
る
く
私
〉
で
あ
り
、
後
者
を
象
徴
す
る
も
の
が
、

妻
・
母
親
と
い
う
〈
女
〉
な
の
で
あ
る
。

 
子
ど
も
と
い
う
対
象
を
前
に
し
て
、
な
ぜ
女
親
は
こ
れ
ほ
ど
《
強
く
》
あ
り

え
る
の
か
、
本
質
的
な
動
揺
は
な
い
の
か
。
こ
の
〈
私
〉
の
問
い
が
、
男
の
言

説
が
大
半
を
占
め
る
「
桜
桃
」
の
基
本
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
答
え
は
結
局
み

つ
か
ら
な
い
。
こ
の
問
題
を
強
く
意
識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
〈
私
〉
は
揺
れ
続
け
、

不
安
・
分
裂
を
ま
す
だ
け
な
の
で
あ
る
。

（145）

お
わ
り
に

 
「
桜
桃
」
は
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
な
ど
で
は
な
く
緻
密
な
構
成
の
も
と
に
あ

る
小
説
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
眼
目
は
〈
鎖
〉
の
か
ら
ま
り
と
い
う
《
生
》
を

も
っ
と
も
身
近
な
妻
・
母
と
い
う
〈
女
〉
と
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
い

直
す
点
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
妻
・
母
と
い
う
〈
女
〉
と
は
何
か
と
い

う
本
質
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
引
用
し
た
吉
本
隆
明

に
倣
っ
て
言
え
ば
、
〈
《
関
係
》
の
意
識
の
強
度
〉
に
思
い
を
は
せ
る
も
の
ほ

妻
・
母
と
い
う
〈
女
〉

「
桜
桃
」
試
論



注
1

注
2

注
3

注注
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在 在 圧 在
9 8 7 6

注
1
0

在注
12 11

武
田
泰
淳
「
女
に
つ
い
て
」

 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
人
間
・
文
学
・
歴
史
』
厚
文
社
、
昭
2
9
・
5
）

東
郷
克
美
「
鼎
談
昭
和
2
0
年
～
2
3
年
の
太
宰
治
を
ど
う
読
む
か
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
6
3
・
6
）

臼
田
甚
五
郎
「
暁
の
お
と
な
ひ
1
太
宰
イ
ズ
ム
の
転
機
i
」
（
『
国
学
院

大
学
新
聞
』
一
九
四
八
・
五
・
二
五
×
た
だ
し
引
用
は
山
内
群
三
編
『
太

宰
治
論
集
同
時
代
篇
2
』
（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
二
・
一
〇
）
に
拠
る
。

奥
野
健
男
『
太
宰
治
』
（
文
芸
春
秋
、
昭
4
8
・
3
）

相
原
和
邦
「
『
桜
桃
』
論
一
自
称
の
変
転
を
中
心
と
し
て
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
太
宰
治
5
』
洋
々
社
・
一
九
八
九
・
六
）

曽
根
博
義
「
『
桜
桃
』
鑑
賞
」
（
『
太
宰
治
5
』
洋
々
社
、
一
九
八
九
・
六
）

関
谷
一
郎
「
『
桜
桃
』
試
読
」
（
『
太
宰
治
5
』
洋
々
社
、
一
九
八
九
虐
六
）

三
好
行
雄
『
日
本
の
近
代
文
学
』
（
塙
書
房
、
一
九
七
二
・
七
）

平
野
謙
「
私
小
説
の
二
律
背
反
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
『
芸
術
と
実
生
活
』
新
潮
社
、
昭
3
9
・
4
）

竹
田
青
嗣
『
「
自
分
」
を
生
き
る
た
め
の
思
想
入
門
』

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
芸
文
社
、
一
九
九
二
・
五
）

注
6
に
同
じ
。

池
上
秋
彦
「
自
称
」
（
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
明
治
書
院
、
昭
和
4
6
・
1
0
）

（146）


