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塵
隠

日
記
体
の
小
説
が
意
味
す
る
も
の

中

本

百

ム、
口

枝

は
じ
め
に

五
・
四
時
期
を
中
心
に
し
て
活
躍
し
た
作
家
庫
隠
（
1
8
9
9
1
1
9
3
4
）
は
、
そ
の
短
い
生
涯
に
女
性
の
苦
悩
を
描
く
作
品
を
数
多

く
残
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
を
通
読
し
て
み
て
先
ず
注
意
を
引
か
れ
る
の
は
、

日
記
、
手
紙
の
形
式
を
用
い
た
作
品
の
多
い
こ
と
で
あ

る
。
日
本
文
学
に
お
い
て
は
、
平
安
時
代
か
ら
日
記
文
学
は
ひ
と
つ
の
重
要
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
お
り
、
こ
の
伝
統
は
現
代
に
も

受
け
継
が
れ
て
い
る
。
だ
が
中
国
に
お
い
て
は
日
記
文
学
は
こ
れ
ほ
ど
の
位
置
を
占
め
な
い
。
当
時
、
日
記
文
学
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ

て
い
た
か
に
つ
い
て
、
郁
達
夫
の
文
章
を
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

「
散
文
作
品
の
中
で
最
も
便
利
な
表
現
形
式
は
日
記
体
で
あ
り
、
そ
の
次
が
書
簡
体
で
あ
る
。
」
（
1
9
7
2
年

6
月
「
日
記
文
学
」

『
郁
達
夫
全
集
第
四
巻

上
海
北
新
書
局
1
9
3
0
年

P
1
1
3）

 

奇
零
集
』
所
収

「
（
日
記
形
式
は
文
学
作
品
に
真
実
性
を
与
え
る
。
）
我
々
は
皆
日
記
を
つ
け
た
経
験
が
あ
る
の
で
、

日
記
に
は
ど
ん
な
話
で
も
ど
ん
な
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幻
想
で
も
、

ま
た
ど
ん
な
常
軌
を
逸
し
た
事
で
も
自
由
自
在
に
書
け
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
誰
も
で
た
ら
め
を
書
い
て
い
る

の
だ
と
は
言
わ
な
い
し
、
作
り
話
、
だ
と
も
言
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
日
記
の
目
的
は
も
と
も
と
自
分
だ
け
に
見
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
苦
悩

を
軽
減
し
た
り
個
人
的
な
事
柄
を
忘
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
書
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

日
記
に
は
こ
う
い
っ
た
種
々
の
便
利
な
特
徴
が
あ
る
の
で
、
小
説
家
が
初
期
の
習
作
の
時
代
に
日
記
形
式
を
用
い
て
書
け
ば
、
そ
の

成
功
の
可
能
性
は
他
の
形
式
を
用
い
て
書
く
よ
り
も
大
き
い
。
」
（
前
掲
書

P
1
1
4）

 

ま
た
郁
達
夫
は

「
再
談
日
記
」
（
1
9
3
5
年
6
月〉

の
中
で
は

「
こ
こ
七
、

八
年
来
日
記
作
者
は
次
第
に
多
く
な
り
単
行
本
や
選
集
も
十
数
冊
以
上
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
中
国
で

は
最
近
多
く
の
人
が
日
記
を
つ
け
る
習
慣
を
も
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
」
（
『
達
夫
日
記
集
』
所
収

長
歌
出
版
社

1
i
Q
U
ヴ

I
氏
U

年

P
1
1）

 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
文
立
早
か
ら
も
、

五
・
四
時
期
以
降
日
記
の
出
版
や
日
記
体
、
書
簡
体
の
小
説
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
が
伺
わ

そ
れ
に
し
て
も
庫
隠
の
作
品
中
に
占
め
る
日
記
体
、
書
簡
体
小
説
の
割
合
は
い
さ
さ
か
奇
妙
に
思
わ
れ
る
程
に
多
い
。
こ
の

ハ
2
）

点
に
つ
い
て
は
批
評
家
た
ち
も
言
及
し
て
い
る
が
、
作
品
が
散
漫
に
な
る
な
ど
と
し
て
一
様
に
マ
イ
ナ
ス
評
価
で
あ
る
。

3
し
’
、
J
V
O
A
v
n

－、、当

、
十
ペ
ヲ
K

U

J

I

H

ふ

μ

そ
れ
で
は
こ
こ
で

日
記
体
・
書
簡
体
小
説
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

日
記
体
を
用
い
た
小
説

（
初
出
年
月
日
〉

「
麗
石
的
日
記
」

1
9
2
3
年
6
月

「
父
親
」

1
9
2
5
年
1
月

nu 

内

d
q
J
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「
藍
田
的
機
悔
録
」

「
時
代
的
犠
牲
者
」

「晶茎一」

「
帰
雁
」

ご
箇
情
婦
日
記
」

2 

書
簡
体
の
作
品

ご
封
信
」

「
或
人
的
悲
哀
」

「
寄
一
星
」

「
海
漬
消
息
」

「
唾
語
」

「
勝
利
以
後
」

「
寄
天
涯
一
孤
鴻
」

1
9
2
7
年
1
月

(107) 

1
9
2
7
年
2
月

1
9
2
8
年
1
月

1
9
2
9
年

1
9
3
3
年
1
月
1
2
月

（
初
出
年
月
日
）

1
9
2
1
年
6
月

n
U
 

A
q
 

nδ 

1
9
2
2
年
1
2
月

1
9
2
4
年
1
月

1
9
2
5
年
3
月

1
9
2
5
年
9
月

1
9
2
5
年
6
月

1
9
2
6
年
1
0
月

「
霊
海
潮
汐
致
梅
姐
」

1
9
2
6
年
1
1
月

1
9
2
6
年
1
2
月

「
寄
梅
案
旧
主
人
」

「
寄
燕
北
故
人
」

1
9
2
7
年
1
月



「
風
欺
雪
虐
」

1
9
2
7
年

4
月

「
愁
情
一
纏
付
征
鴻
」

1
9
2
7
年

7
月

「
雷
峰
塔
下
」

1
9
2
8
年
1
月

「
生
命
的
光
栄
」

1
9
2
8
年
1
月

「
寄
波
徴
」

1
9
2
8
年
1
月

「
給
我
的
小
鳥
伺
」

1
9
3
5
年
I
l
l－
2
月

書
簡
体
の
作
品
は
そ
の
大
部
分
が
一
通
の
手
紙
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
例
外
と
し
て

「
或
人
的
悲
哀
」
は
日
付
順
に
並
べ
ら
れ
た

親
友
宛
の
九
通
の
手
紙
と
、
そ
の
手
紙
の
書
き
手
が
自
殺
の
前
に
記
し
た
最
後
の
日
記
か
ら
成
る
。
「
親
愛
な
る

K
・
Y
」
で
始
ま
る
こ
の
九

通
の
手
紙
は

「
親
愛
な
る
キ
テ
ィ
様
」

日
付
順
に
魂
の
苦
悩
を
吐
露
し
て
い
る
と
い
う
点
で

で
始
ま
る
『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
を
想
起
さ
せ
、

は
日
記
体
の
作
品
と
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
「
海
漬
消
息
」
「
唾
語
」
「
寄
天
涯
一
孤
鴻
」
「
霊
海
潮
汐
致
梅
姐
」
「
寄
梅
案
旧
主
人
」
「
愁
情
一

鰻
付
征
鴻
」
「
寄
波
徴
」

は
親
友
石
評
梅
に
宛
て
た
き
わ
め
て
個
人
的
な
手
紙
で
あ
り
、

「
寄
燕
北
故
人
」
も
、
北
京
に
い
る
何
人
か
の
友
人

に
宛
て
た
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
虚
構
性
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
ほ
か
作
品
中
に
手
紙
と
日
記
を
含
む
作
品
と
し
て
、
「
祉
志
長
埋
」

「
女
人
的
心
」
「
象
牙
的
指
輪
」
が
あ
り
、
手
紙
を
挿
入
し
た
作
品
は
十
八
篇
に
も
及
ぶ
。
（
日
記
体
・
書
簡
体
の
作
品
と
し
て
挙
げ
た
も
の

の
中
に
、

そ
れ
ぞ
れ
手
紙
・
日
記
を
含
む
も
の
も
あ
る
。
）

さ
て
、

日
記
体
の
小
説
と
書
簡
体
の
小
説
は
先
に
引
い
た
郁
達
夫
の
日
記
論
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

し
ば
し
ば
同
時
に
論
じ
ら
れ

る
。
そ
れ
は
日
記
と
手
紙
と
が
種
々
の
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
先
ず
一
人
称
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
、
次
に
日
記
は

一 341(106) 



自
分
に
向
け
て
、

そ
し
て
手
紙
は
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
ご
く
親
し
い
他
者
（
ま
た
は
自
分
に
極
め
て
近
い
、
現
実
に
存
在
す
る
も
う
一

人
の
自
分
）

に
向
け
て
書
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
ど
ち
ら
も
文
章
は
さ
ほ
ど
吟
味
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

思
い
つ
く
ま
ま
に
書
か
れ
る
場
合
が
多
い
。
属
隠
が
こ
の
形
式
を
好
ん
で
用
い
た
の
は
、
彼
女
が
女
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
も
無
縁
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
こ
つ
こ
そ
が
女
性
に
と
っ
て
最
も
近
し
い
表
現
手
段
だ
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
ば
ベ
ア
ト
リ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ

エ
は
そ
の
著
書
『
日
記
論
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
女
た
ち
は
早
く
か
ら
日
記
を
つ
け
だ
し
た
。
彼
女
た
ち
に
と
っ
て
日
記
と
は
、

公
衆
と
の
対
決
を
心
配
す
る
こ
と
な
く
、
文
章
修
行

を
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。

日
記
に
つ
い
て
は
手
紙
と
事
情
が
同
じ
で
あ
る
。

つ
ま
り
長
い
あ
い
だ
多
く
の
女
た
ち
に
と
っ
て

そ
れ
は
唯
一
可
能
な
表
現
手
段
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
ベ
ア
ト
リ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ
エ

1
日〉

『
日
記
論
』

1
9
8
7
年

9
月
2

松
籍
社

ベ
ア
ト
リ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ
エ
の
『
日
記
論
』
は
西
欧
の
日
記
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
女
性
の
抑
圧
は
時
代
と
洋
の
東

西
を
問
わ
ず
存
在
す
る
問
題
で
あ
る
。
長
い
徹
底
し
た
差
別
の
歴
史
を
荷
な
っ
て
登
場
し
た
五
・
四
時
期
の
女
性
作
家
た
ち
に
も
、
こ
の
一
一
一
一
口

及
は
あ
て
は
ま
る
。

五
・
四
運
動
（
1
9
1
9
年
）
は
言
う
ま
で
も
な
く
文
学
革
命
運
動
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
文
学
の
主
流
は
文
語
か
ら

口
語
に
と
っ
て
か
わ
る
。

一
見
、
こ
こ
で
男
も
女
も
同
じ
出
発
点
に
並
ん
だ
か
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
男
性
作
家
た
ち
に
は
長
い
伝
統
的
文

学
遺
産
が
あ
っ
た
が
、
女
性
作
家
た
ち
は
「
女
子
の
才
な
き
は
是
れ
徳
」
と
す
る
社
会
の
な
か
で
素
手
で
創
作
に
立
ち
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
こ
う
い
う
点
か
ら
み
て
も
塵
隠
が
女
性
に
と
っ
て
唯
一
親
し
い
形
式
で
あ
る
日
記
体
・
書
簡
体
を
多
用
し
た
の
は
極
め
て
自
然
な

そ
の
量
の
多
さ
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
当
時
流
行
し
て
い
た
と
い

こ
と
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
他
の
女
性
作
家
た
ち
と
比
べ
て
み
て
も
、

う
こ
と
、
女
性
に
親
し
み
ゃ
す
い
形
式
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
が
、
こ
こ
に
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
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（

5
）
 

庫
隠
自
身
も
日
記
を
つ
け
て
い
た
し
、
友
人
部
淘
美
は
そ
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
作
品
が
う
ま
れ
た
と
記
し
て
い
る
。
小
論
で
は
書
簡
体

は
日
記
体
の
な
か
に
含
ま
れ
る
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
塵
隠
の
作
品
の
中
に
日
記
体
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
彼
女
の

精
神
構
造
と
日
記
は
ど
の
よ
う
な
係
わ
り
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

2 

日
記
体
の
小
説

次
に
日
記
体
で
書
か
れ
た
七
篇
の
小
説
の
主
題
を
み
て
み
よ
う
。

「
麗
石
的
日
記
」
（
1
9
2
3
年
）
は
、

日
記
の
前
後
に
友
人
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
一
年
前
に
世
を
去
っ
た
麗
石
の
早
す
ぎ
る
死
を
悼
む
。

日
記
の
書
き
手
麗
石
（
女
性
）
は
同
性
の
元
青
と
恋
を
し
て
い
る
。

日
記
は
最
初
か
ら
憂
欝
な
調
子
で
始
ま
っ
て
お
り
、
こ
の
恋
愛
の
ゆ
く

え
を
暗
示
し
て
い
る
。
や
が
て
元
青
は
従
兄
弟
と
婚
約
し
、
「
同
性
の
恋
愛
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
認
め
ら
れ
な
い
の
で
す
。
私
は
や
は
り
、
あ

な
た
が
早
く
目
覚
め
る
こ
と
を
望
み
ま
す
。
」
（
『
麗
隠
選
集
』
百
花
文
芸
出
版
社

1
9
8
3
年

P
5
7
）
と
一
一
一
一
口
っ
て
去
っ
て
い
く
。
「
自

殺
す
る
勇
気
は
な
い
」
、
「
神
様
が
は
や
く
お
召
し
く
だ
さ
る
こ
と
だ
け
を
願
う
。
」
と
い
う
文
で
日
記
は
終
わ
っ
て
い
る
。
小
説
と
し
て
は
稚

拙
で
あ
る
が
、
愛
を
失
っ
た
後
文
字
通
り
に
生
き
る
気
力
を
失
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
主
人
公
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
作
者
に
と
っ
て
愛
が
い

か
に
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
く
れ
る
。

「
父
親
」
（
1
9
2
5
年
）
は
あ
る
雨
の
日
、
暇
を
も
て
あ
ま
し
た
三
人
の
若
者
が
「
父
親
」
と
い
う
日
記
体
の
小
説
を
読
む
と
い
う
設
定

に
な
っ
て
い
る
。

日
記
の
書
き
手
は
二
十
五
歳
の
青
年
で
三
歳
の
時
に
母
を
失
い
、
以
後
は
継
母
の
手
で
育
て
ら
れ
る
。
主
人
公
は
こ
の
娼

婦
上
が
り
の
継
母
を
心
か
ら
嫌
悪
し
て
い
る
。
父
は
妻
子
を
故
郷
に
残
し
て
北
京
で
働
い
て
い
た
が
、
十
年
前
独
身
と
偽
っ
て
若
く
美
し
い

資
産
家
の
一
人
娘
と
結
婚
す
る
。

そ
の
問
妻
子
を
顧
み
な
か
っ
た
が
、

主
人
公
に
続
い
て
継
母
と
そ
の
子
供
も
上
京
。
突
然
の
正
妻
の
出
現

円ペ
U

A
斗
A

q
J
 

(104) 



に
庶
母
（
父
の
妾
、
編
さ
れ
て
結
婚
し
た
資
産
家
の
一
人
娘
）
は
た
い
へ
ん
な
衝
撃
を
受
け
別
居
に
踏
み
切
る
。
主
人
公
は
こ
の
人
を
一
目

見
た
時
か
ら
恋
に
お
ち
、
迷
っ
た
末
に
思
い
を
う
ち
あ
け
て
し
ま
う
。
庶
母
は
打
ち
続
く
不
幸
と
こ
の
シ
ョ
ッ
ク
で
病
気
に
な
り
、

や
が
て

死
に
至
る
。
主
人
公
は
二
度
と
家
に
帰
ら
な
い
決
意
を
し
て
出
て
ゆ
く
。
こ
こ
に
は
愛
情
に
恵
ま
れ
な
い
二
人
の
若
者
が
登
場
す
る
。
孤
独

で
帰
る
べ
き
所
を
持
た
な
い
二
人
は
母
と
息
子
と
い
う
立
場
が
邪
魔
を
し
て
肩
を
寄
せ
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
し
て
主
人
公
は
恋
心
を

打
ち
明
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
相
手
に
一
歩
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
的
に
は
そ
の
人
を
殺
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の

主
人
公
に
は
家
庭
の
愛
情
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
庫
隠
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
父
も
継
母
も
腹
違
い
の
兄
弟
も
、
家
族
は
皆
軽
蔑
す
ベ

き
人
間
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
生
ま
れ
て
初
め
て
出
会
っ
た
愛
の
対
象
を
、
す
ぐ
に
そ
の
手
か
ら
取
り
落
と
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る

「
藍
田
的
機
悔
録
」
（
1
9
2
5
年
）
は
、
あ
る
友
人
が
作
者
の
と
こ
ろ
へ
共
通
の
友
で
あ
る
藍
田
（
女
性
）
の
日
記
を
持
っ
て
来
て
、
そ

れ
を
作
者
が
読
む
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。

日
記
の
書
き
手
藍
田
は
七
歳
の
時
に
病
気
で
母
を
亡
く
し
、

一
年
後
に
や
っ
て
き
た
継
母
に

冷
淡
に
扱
わ
れ
る
。
継
母
は
常
に

「
不
吉
な
け
だ
も
の
め

（
不
祥
的
小
生
物
）
！
」
と
彼
女
を
罵
る
が
、
こ
れ
は
塵
隠
の
母
が
彼
女
を
罵
る

時
に
使
っ
た
言
葉
で
あ
る
。
「
私
は
家
庭
が
私
に
冷
た
く
て
も
社
会
は
生
き
る
余
地
を
与
え
て
く
れ
る
か
も
し
な
い
と
思
っ
た
。

そ
こ
で
一

生
懸
命
勉
強
し
、
十
四
歳
で
中
学
校
に
進
ん
だ
。
け
れ
ど
も
新
し
い
母
は
い
つ
も
私
が
勉
強
す
る
の
は
余
計
な
こ
と
だ
と
考
え
て
い
た
。
」

（
『
庫
隠
選
集
』

P
3
0
0
）
こ
れ
も
ま
た
塵
隠
の
少
女
時
代
に
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
自
身
の
実
母
に
そ
っ
く
り
な
モ
デ
ル
を
継
母

と
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

や
が
て
藍
田
は
継
母
が
取
り
決
め
た
結
婚
を
拒
否
し
て
北
京
に
行
き
、
大
学
で
勉
強
す
る
。

そ
し
て
同

じ
よ
う
に
冷
酷
な
継
母
に
育
て
ら
れ
た
何
仁
と
い
う
青
年
と
婚
約
。
だ
が
彼
は
藍
田
に
お
金
が
無
く
な
る
と
す
ぐ
に
裏
切
っ
て
他
の
女
性
と

結
婚
し
て
し
ま
う
。
こ
の
衝
撃
に
耐
え
き
れ
ず
藍
田
は
寝
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
し
て
彼
女
の
命
が
そ
う
長
く
は
な
い
こ
と
が
、
彼
女
を
見
守
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る
唯
一
の
友
人
芝
姐
の
最
後
に
付
け
加
え
た
一
文
に
よ
っ
て
わ
か
る
。

日
記
に
は
病
気
の
苦
し
み
、
芝
姐
以
外
の
友
人
は
す
べ
て
去
っ
て
い
っ
た
こ
と
、
親
の
押
し
つ
け
る
結
婚
を
し
て
も
し
な
く
て
も
女
は
ど

の
み
ち
不
幸
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
連
綿
と
綴
ら
れ
て
い
る
。
「
麗
石
的
日
記
」
や
「
父
親
」
で
も
女
性
を
あ
ま
り
に
低
い
地
位
に
長
め
て

い
る
社
会
へ
の
批
判
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
作
品
で
は
特
に
強
烈
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
同
性
で
あ
る
継
母
は
彼
女
に
愛
の
な
い
結
婚

を
強
い
、
友
人
た
ち
は
婚
約
者
に
捨
て
ら
れ
た
彼
女
に
対
し
て
、

不
実
な
相
手
を
批
判
せ
ず
に
藍
田
を
責
め
彼
女
か
ら
遠
ざ
か
る
。
被
抑
圧

者
で
あ
る
女
た
ち
ま
で
が
男
社
会
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ば
き
な
が
ら
も
、
作
者
は
最
後
に
何
仁
の
妻
を
登
場
さ
せ
、
自
分
た
ち
は
対

照
的
な
関
係
で
は
あ
る
が
実
際
に
は
二
人
と
も
男
性
の
生
賛
に
な
っ
た
の
だ
と
語
ら
せ
る
。
（
前
掲
書

P
3
0
6
）
当
時
家
庭
の
抑
圧
を

逃
れ
る
た
め
に
北
京
へ
北
京
へ
と
や
っ
て
来
た
女
性
た
ち
の
一
つ
の
典
型
を
作
者
は
こ
こ
で
示
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
も
慮
隠
は

母
親
を
亡
く
し
た
主
人
公
を
登
場
さ
せ
、

父
の
愛
を
失
い
帰
る
べ
き
家
を
失
い
、
婚
約
者
に
裏
切
ら
れ
、

そ
し
て
自
分
は
死
の
床
に
ふ
せ
っ

て
い
る
と
い
う
絶
望
的
な
状
況
を
つ
く
り
あ
げ
る
。

「
時
代
的
犠
牲
者
」
（
1
9
2
7
年
〉
は
作
者
が
秀
貞
と
い
う
女
教
師
と
知
り
合
い
に
な
り
、
彼
女
の
日
記
を
見
せ
ら
れ
る
と
い
う
形
で
日

記
を
挟
む
。
秀
貞
の
夫
は
彼
女
を
捨
て
て
金
持
ち
の
令
嬢
と
結
婚
し
よ
う
と
す
る
。
秀
貞
は
も
う
一
人
の
犠
牲
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
女

性
を
助
け
な
け
れ
ば
と
、
相
手
の
女
性
に
事
の
真
相
を
打
ち
明
け
、

そ
の
結
婚
を
阻
止
す
る
。

「
品
又
麗
」
（
1
9
2
8
年
）
は
作
者
の
所
へ
久
し
く
会
わ
な
か
っ
た
友
人
丹
茶
が
憂
麗
の
手
紙
と
日
記
を
持
っ
て
訪
れ
、
そ
れ
を
作
者
が
読

む
と
い
う
形
を
と
っ
て
そ
の
手
紙
と
日
記
を
紹
介
す
る
。
中
国
を
愛
し
、
国
の
た
め
に
す
べ
て
を
犠
牲
に
し
よ
う
と
革
命
の
志
に
燃
え
る
女

性
憂
麗
が
、
革
命
活
動
に
携
わ
る
た
め
に
故
郷
を
後
に
す
る
。

や
が
て
友
人
に
勧
め
ら
れ
て
た
い
し
た
考
え
も
な
く
あ
る
党
に
入
る
と
そ
こ

は
口
先
だ
け
立
派
な
こ
と
を
言
っ
て
い
て
も
明
ら
か
に
昇
官
発
財
だ
け
を
目
的
に
し
て
い
る
人
々
ば
か
り
で
、
党
の
内
部
は
腐
敗
し
き
っ
て
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お
り
何
の
機
能
も
果
た
し
て
い
な
い
。

日
記
は
そ
の
腐
敗
ぶ
り
を
熱
心
に
描
写
し
て
い
く
が
、

日
記
の
書
き
手
蔓
麗
は
突
然
神
経
表
弱
に
か

か
つ
て
入
院
し
て
し
ま
う
。

「
病
気
が
良
く
な
っ
た
ら
、
私
は
努
力
し
て
自
分
の
行
く
べ
き
道
を
探
し
、
光
明
を
追
求
し

日
記
の
末
尾
に
は

ょ
う
。
」
（
『
中
国
現
代
作
家
選
集

塵
隠
』
三
聯
書
店
・
人
民
文
学
出
版
社

1
9
8
3
年

P
8
2
〉
と
、
比
較
的
明
る
い
姿
勢
を
み
せ

る
。
庫
隠
自
身
は
実
際
に
曇
麗
の
よ
う
な
行
動
を
起
こ
し
た
こ
と
は
な
く
、
革
命
活
動
に
赴
く
友
人
た
ち
を
常
に
見
送
る
立
場
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
か
こ
の
作
品
は
や
や
精
彩
を
欠
い
て
い
る
。

「
帰
雁
」
（
1
9
2
9
年
）
は
日
記
体
で
書
か
れ
た
小
説
の
う
ち
唯
一
の
中
編
小
説
で
あ
る
。
作
者
は

1
9
2
1
年
か
ら
小
説
を
発
表
し
始

め
1
9
3
4
年
に
死
亡
す
る
ま
で
書
き
続
け
る
が
、
こ
の
作
品
は
十
四
年
間
に
わ
た
る
執
筆
期
間
の
ほ
ぼ
中
問
、
創
作
を
開
始
し
て
七
年
目

に
書
き
始
め
た
も
の
で
あ
る
。
作
者
は

1
9
2
2
年
に
北
京
国
立
女
子
高
等
学
校
を
卒
業
し
、
翌

2
3
年
郭
夢
良
と
結
婚
し
て
い
る
。

後
（
1
9
2
5
年

1
0
月
）
夫
は
肺
病
の
た
め
死
去
、
塵
隠
は
一
歳
に
満
た
な
い
長
女
を
連
れ
て
夫
の
故
郷
福
州
に
し
ば
ら
く
身
を
寄
せ
る
。

1
9
2
6
年
夏
、
郭
家
で
の
生
活
に
い
た
た
ま
れ
ず
上
海
に
行
き
、
翌
年
の
春
に
は
北
京
に
も
ど
っ
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
紹
介
し
た
小
説
が

全
て
前
後
に
作
者
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
、
聞
に
日
記
を
挟
む
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
中
で
、
こ
の
作
品
は
完
全
に
日
記
だ
け
で
構
成
さ
れ
て

日
付
は
三
月
三
日
か
ら
九
月
九
日
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
内
容
か
ら
み
て

1
9
2
7
年
の
春
か
ら
秋
に
か
け
て
の
塵
隠
の
心
情

を
綴
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
頃
の
状
況
に
つ
い
て
作
者
は
そ
の
自
伝
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

い
る
。

「
（
夫
の
死
の
一
年
余
り
前
に
母
が
亡
く
な
り
、
夫
の
死
の
二
年
後
に
親
友
石
評
梅
の
病
死
、
そ
の
二
・
三
カ
月
後
に
長
兄
の
死
と
、
引

き
続
く
不
幸
の
な
か
で
病
気
に
な
る
。
）

病
に
伏
せ
る
な
か
で
、
私
は
多
く
の
こ
と
を
考
え
た
。
自
分
の
悲
哀
の
哲
学
と
悲
哀
の
生
活
は
既
に
限
度
に
達
し
た
、
今
死
ぬ
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
生
活
面
で
も
作
品
の
上
で
も
転
換
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た
。
ー
な
ぜ
な
ら
私
は
既
に
に
っ
ち
も
さ
っ
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ち
も
ゆ
か
な
い
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

病
気
が
よ
く
な
っ
て
以
後
、
私
の
第
一
時
期
の
思
想
が
終
わ
っ
た
。
「
帰
雁
」
を
書
く
頃
に
な
る
と
私
の
思
想
は
す
で
に
変
わ
り
つ
つ

あ
り
、
も
う
悲
し
み
に
支
配
さ
れ
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
深
く
感
じ
た
。
世
の
中
に
は
欠
陥
が
あ
る
が
、

そ
の
欠
陥
は
人

聞
の
力
で
埋
め
る
の
だ
。
（
略
）
私
が
こ
う
い
っ
た
気
持
ち
を
持
ち
さ
え
す
れ
ば
、
私
の
人
生
に
は
光
が
見
え
力
が
生
ま
れ
る
。
だ
か
ら

「
帰
雁
」

の
な
か
で
懸
命
に
叫
び
、
懸
命
に
求
め
た
。

た
だ
恨
め
し
い
こ
と
に
あ
の
頃
私
の
頭
の
な
か
に
は
ま
だ
封
建
時
代
の
余
毒
が

残
っ
て
い
た
。
私
は
敢
て
礼
教
の
打
破
を
戸
高
に
叫
ん
だ
り
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
私
の
心
は
そ
う
し
た
い
思
い
で
一
杯
だ
っ
た
。

こ
の
二
つ
の
矛
盾
し
た
考
え
の
た
め
に
苦
し
み
、
遂
に
は
旧
い
考
え
に
負
け
て
し
ま
い
、

そ
れ
で
あ
の
傷
つ
い
た
帰
雁
は
な
お
も
更
に

深
い
悲
し
み
を
背
負
っ
て
新
た
に
訪
僅
っ
て
い
っ
た
の
だ
。

私
の
帰
雁
は
こ
の
よ
う
に
な
ん
の
実
り
も
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
私
は
こ
の
こ
ろ
唯
建
と
出
会
っ
た
。
」
（
『
麿
隠
自
伝
』

P
9
5）

 

こ
れ
以
後
、

「
悲
哀
の
海
」
か
ら
抜
け
出
し
て
周
囲
に
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
彼
女
は
自
分
の
思
想
を

「
悲
哀
の
時
期
」

「
転
換
の
時
期
」
「
開
拓
の
時
期
」
（
前
掲
書
P
9
8
）
と
一
一
一
つ
の
時
期
に
分
け
、
「
帰
雁
」
は
「
転
換
の
時
期
」
の
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
て

い
る
。「

帰
雁
」

の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

日
記
の
書
き
手
は
夫
を
亡
く
し
て
お
り
、

五
年
ぶ
り
で
幼
少
時
代
を
過
ご
し
た
北
京
の

叔
母
の
家
へ
も
ど
っ
て
く
る
。
友
人
た
ち
は
毎
夜
の
よ
う
に
歓
迎
会
を
聞
い
て
く
れ
る
が
、

そ
の
席
で
「
私
」

は
い
つ
も
理
性
を
失
っ
て
泥

酔
し
涙
に
く
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
に

「
私
」
を
慕
う
年
下
の
青
年
が
現
れ
、
過
去
を
乗
り
越
え
て
生
き
て
ほ
し
い
と
励
ま
さ
れ
る
が
、

の
愛
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
自
分
は
不
幸
な
人
間
だ
か
ら
人
に
与
え
ら
れ
る
の
は
悲
哀
だ
け
だ
と
、
相
手
を
求
め
る
気
持
ち
を
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理
性
で
押
え
つ
け
、
青
年
の
求
愛
を
拒
否
し
続
け
る
。
そ
し
て
や
が
て
彼
が
去
っ
て
い
く
と
、
絶
望
し
て
煙
草
や
酒
や
徹
夜
な
ど
の
不
摂
生

な
生
活
で
緩
慢
な
自
殺
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
こ
の
小
説
は
悲
哀
の
作
家
と
称
さ
れ
る
麗
隠
の
作
品
の
な
か
で
も
最
も
感
傷
的
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
作
者
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
前
半
期
の

の
総
決
算
と
も
い
え
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。

「
悲
哀
の
時
期
」

ご
箇
情
婦
的
日
記
」
（
1
9
3
3
年
）
は
「
帰
雁
」
と
同
じ
よ
う
に
日
記
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
塵
隠
は

1
9
2
8
年
に
李
唯
建
に

出
会
い

1
9
3
0
年
に
再
婚
、
彼
と
の
巡
り
合
い
に
よ
り
麗
隠
の
作
風
は
一
変
す
る
。
こ
の
小
説
は
彼
女
が
「
悲
哀
の
海
」
か
ら
出
た
あ
と

に
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
未
婚
の
女
性
が
妻
子
あ
る
男
性
と
の
恋
に
終
止
符
を
打
ち
、
革
命
戦
争
に
加
わ
っ
て
戦
お
う
と
い
う
決
意
を
描
い

て
い
る
。
「
帰
雁
」
以
前
の
小
説
と
は
異
な
り
、
希
望
の
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。

3 

母
親
喪
失
の
苦
し
み

自
伝
作
家
と
い
わ
れ
、
友
人
や
恋
人
を
時
に
は
実
名
で
、

そ
う
で
な
い
場
合
で
も
は
っ
き
り
と
人
物
を
特
定
で
き
る
よ
う
な
形
で
繰
り
返

し
描
写
し
た
彼
女
が
、
自
ら
の
母
親
に
つ
い
て
（
そ
し
て
自
ら
の
子
供
に
つ
い
て
も
）

ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
母
親
が
ま
れ
に
登
場

す
る
場
合
に
も
て

二
行
を
費
や
す
だ
け
で
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
彼
女
が
母
親
に
強
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
感

じ
さ
せ
る
。
彼
女
の
作
品
中
母
親
に
つ
い
て
ま
と
ま
っ
た
描
写
が
あ
る
の
は
、
初
期
の
代
表
作
「
海
演
故
人
」
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
小
説
の

中
で
慮
隠
は
自
分
の
生
い
立
ち
を
『
自
伝
』
と
若
干
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
ほ
ぼ
事
実
通
り
語
っ
て
い
る
。

母
が
読
み
書
き
の
で
き
な
い
旧
い
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
、
塵
隠
は
彼
女
に
と
っ
て
初
め
て
の
女
児
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
女
の

生
ま
れ
た
日
に
自
分
の
母
が
亡
く
な
っ
た
た
め
、
塵
隠
を
「
不
吉
な
け
だ
も
の
（
不
祥
的
小
生
物
）
」
と
し
て
嫌
い
乳
も
与
え
ず
、
抱
こ
う
と

も
し
な
か
っ
た
こ
と
。
二
歳
の
時
身
体
中
に
で
き
も
の
が
で
き
て
一
日
中
泣
い
て
い
る
彼
女
を
母
は
死
ぬ
ほ
ど
殴
っ
た
こ
と
、

み
か
ね
た
乳

(99) -348-



母
が
自
分
の
田
舎
に
連
れ
て
帰
り
た
い
と
言
う
と
母
は
、

死
ん
だ
ら
死
ん
だ
で
仕
方
が
な
い
と
い
っ
て
彼
女
を
手
放
し
た
こ
と
。

ま
た
父
の

赴
任
地
に
向
か
う
船
の
中
で
泣
き
止
ま
な
い
彼
女
を
、

父
が
本
気
で
海
に
投
げ
込
も
う
と
し
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
七
歳
の
頃
は
文
字

を
お
ぼ
え
な
い
と
い
っ
て
は
食
事
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
り
鞭
で
打
た
れ
た
り
し
た
し
、
九
歳
の
時
に
は
妹
に
悪
い
影
響
を
与
え
る
と
い
う

理
由
で
、
貧
し
い
家
庭
の
女
子
の
た
め
の
全
寮
制
の
北
京
慕
貞
学
院
へ
入
れ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
初
め
て
口
に
す
る
貧
し
い
食
事
が
喉
を
通

ら
ず
病
気
ば
か
り
し
て
い
る
。
彼
女
は
こ
の
時
は
っ
き
り
と
自
分
は
捨
て
ら
れ
た
の
だ
と
感
じ
る
。

ま
た
あ
る
時
に
は
革
命
軍
が
来
る
た
め

一
家
は
天
津
に
逃
げ
る
か
ら
す
ぐ
戻
っ
て
く
る
よ
う
に
と
い
う
知
ら
せ
を
受
け
取
っ
て
帰
っ
て
み
る
と
、
も
う
皆
逃
げ
た
後
で
、
置
き
去
り

に
さ
れ
た
こ
と
に
た
い
へ
ん
な
衝
撃
を
受
け
る
。
庫
隠
は
こ
う
し
て
繰
り
返
し
繰
り
返
し
母
親
に
捨
て
ら
れ
、

そ
し
て
そ
れ
以
後
も
捨
て
ら

れ
続
け
る
の
で
あ
る
。

塵
隠
は
乳
幼
時
期
に
母
と
の
ス
キ
ン
・
シ
ッ
プ
を
欠
い
て
お
り
、
家
族
か
ら
全
く
切
り
離
さ
れ
た
一
時
期
を
持
っ
て
い
る
。
慮
隠
の
言
う

と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

母
親
は
兄
妹
た
ち
の
中
で
、

な
ぜ
か
彼
女
だ
け
を
嫌
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
自
ら
の
母
親
の
死
に
打
ち
の
め
さ
れ
た

母
が
、
恐
ら
く
府
の
強
い
子
で
あ
っ
た
ろ
う
彼
女
に
充
分
な
愛
情
を
注
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、

か
っ
た
こ
と
が
ず
っ
と
尾
を
引
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。

そ
し
て
こ
の
初
期
の
関
係
が
う
ま
く
い
か
な

「
母
は
い
つ
も
私
に
対
し
て
氷
の
よ
う
に
つ
め
た
い
顔
を
し
て
お
り
、

心
か
ら
私
を
憎
ん
で
い
た
。
」
（
九
歳
の
頃

『
庫
隠
自
伝
』
第

一
出
版
社

1
9
3
4
年
P
1
5）

と
い
っ
た
表
現
か
ら
み
て
も
、
彼
女
が
否
定
的
な
母
親
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
塵
隠
は
ま
た
自
伝
の

日
目
頭
で
こ
う
い
う
。

「
大
人
に
な
っ
て
そ
の
幼
年
時
代
を
思
い
出
す
時
、
過
ぎ
去
っ
た
気
持
ち
を
な
つ
か
し
く
思
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
（
略
〉
し
か
し
、
私
は

-349-(98) 



例
外
で
あ
る
。
私
は
自
分
の
幼
年
時
代
を
思
い
出
す
と
き
、
た
だ
滑
稽
さ
を
感
じ
、
そ
し
て
溜
め
息
を
つ
く
ば
か
り
で
あ
る
。
」
（
『
雇
隠

自
伝
』

P
2〉

母
か
ら
う
と
ん
じ
ら
れ
た
結
果
、
兄
妹
か
ら
も
、

そ
し
て
い
っ
し
ょ
に
住
む
い
と
こ
た
ち
か
ら
も
蔑
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
小
学
校
に

あ
が
っ
て
か
ら
成
績
が
良
く
な
り
、
周
り
の
人
々
は
や
っ
と
彼
女
の
人
格
を
認
め
る
。

そ
し
て
師
範
預
科
に
合
格
。
『
自
伝
』
「
幼
年
時
代
」

の
終
り
は
次
の
文
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。

「
私
自
身
の
努
力
の
結
果
、

や
っ
と
子
供
時
代
の
不
運
を
打
ち
破
っ
た
。
だ
が
こ
の
時
私
は
す
で
に
十
二
、

三
歳
に
な
っ
て
お
り
、
貴

重
な
子
供
時
代
は
も
う
過
去
に
な
っ
て
い
た
。

二
度
と
こ
の
不
愉
快
な
時
代
を
楽
し
い
も
の
に
変
え
る
術
は
な
い
。
今
で
も
子
供
の
頃

を
思
う
と
き
、
私
は
悲
し
み
で
い
っ
ぱ
い
に
な
る
。
」
（
『
庫
隠
自
伝
』

P
3
2）

こ
れ
は
再
婚
で
幸
せ
を
つ
か
み
二
人
の
娘
の
母
で
あ
る
時
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
失
わ
れ
た
幼
年
時
代
に
対
す
る
思
い
は
強
く
、

決
し
て
癒
さ
れ
て
は
い
な
い
。
彼
女
は
母
を
、
あ
る
い
は
母
な
る
も
の
を
失
い
、
そ
し
て
自
分
自
身
を
失
っ
た
の
だ
。
失
っ
た
も
の
は
、
け

れ
ど
も
取
り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
取
り
返
す
手
段
の
一
つ
が
、
庫
隠
に
と
っ
て
は
日
記
で
あ
り
、

そ
し
て
創
作
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
我
々
は
日
記
文
学
と
い
う
と
す
ぐ
、
我
が
国
の
平
安
時
代
か
ら
続
く
女
流
日
記
文
学
の
伝
統
を
思
い
起
こ
す
。
多
く
の
女
た
ち
の
手

に
な
る
日
記
が
残
さ
れ
、

そ
し
て
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
時
代
や
国
が
違
っ
て
も
、
女
が
日
記
を
書
く
と
い
う
行
為
に
は
何
ら
か

の
共
通
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
関
敏
子
氏
の
『
中
世
女
流
日
記
文
学
論
考
』
は
、

そ
う
い
う
点
で
と
て
も
興
味
深
い
。

著
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(97) 



「
女
流
日
記
の
出
発
点
は
〈
喪
失
〉
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
中
の
多
く
は
、

H

愛
す
る
者
の
死
H

と
い
う
〈
喪
失
〉
感
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
〈
喪
失
〉
故
に
、

日
記
作
者
の
自
己
意
識
は
、
自
己
の
人
生
を
特
殊
と
捉
え
る
自
己
把
握
と
な
る
。
」
（
『
中
世
女
流
日
記
文
学
論
』

和
泉
書
店

1
9
8
7年

P
3
0）

 

「
作
品
執
筆
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
異
次
元
の
世
界
構
築
で
あ
り
、
虚
構
の
世
界
の
創
造
で
あ
る
。

し
か
し
、

又
、
日
記
作
者
に

と
っ
て
は
、
〈
喪
失
〉
か
ら
回
復
す
る
救
済
、

さ
ら
に
死
者
に
対
す
る
鎮
魂
の
意
味
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
よ
う
。

こ
の
点
で
作
品
執
筆

は
、
作
者
に
と
っ
て
絶
望
か
ら
回
復
へ
の
過
程
で
あ
り
、
孤
独
な
内
面
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。
」
（
前
掲
書
P
3
1
〉

日
記
が
自
己
治
癒
の
側
面
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
秋
山
度
氏
の

「
古
代
に
お
け
る
日
記
文
学
の
展
開
」
（
「
国
文
学
」

1
i
n
U
F
O
F
b
 

年

1
2
月
号
）
の
な
か
に
も
「
痛
恨
の
浄
化
と
し
て
日
記
の
い
と
な
み
が
あ
っ
た
。
」
と
い
う
言
及
が
あ
る
。
ま
た
ベ
ア
ト
リ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ

エ
も
日
記
を
つ
け
る
こ
と
は
、
自
ら
に
精
神
分
析
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。
（
『
日
記
論
』

P
1
6
0
〉
も
っ
と
も
、
こ
う
い
っ

た
こ
と
は
、

日
記
を
つ
け
た
経
験
の
あ
る
者
な
ら
誰
で
も
分
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
。

庫
隠
は
そ
の
不
幸
な
幼
児
体
験
か
ら
大
き
な
喪
失
感
を
も
っ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
は
彼
女
も
ま
た
絶
望
か
ら
の
回
復
の
た
め
に
作
品
を

書
き
続
け
た
と
い
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
七
篇
の
日
記
体
小
説
は
す
べ
て
愛
情
喪
失
（
「
憂
麗
」
は
希
望
の
喪
失
）
の
物
語
で
あ

る
。
そ
し
て
作
品
中
の
主
要
人
物
は
死
ん
だ
り
、
重
い
病
気
に
苦
し
ん
だ
り
し
て
い
る
。
「
麗
石
的
日
記
」
で
は
、
恋
人
の
裏
切
り
に
生
き
る

希
望
を
無
く
し
て
し
ま
っ
た
主
人
公
が
病
死
し
、

「
父
親
」

の
藍
田
は
死
の
床
に

で
は
主
人
公
の
愛
し
た
相
手
が
死
ぬ
。
「
藍
目
的
機
悔
録
」

就
い
て
お
り
、
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
「
畠
又
麗
」
で
は
主
人
公
は
革
命
の
夢
に
破
れ
て
神
経
衰
弱
で
入
院
中
で
あ

り
、
「
帰
雁
」
の
主
人
公
は
と
い
え
ば
、
生
き
る
希
望
を
失
っ
て
緩
慢
な
自
殺
を
試
み
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。
最
後
に
書
か
れ
た
こ
筒
情

婦
的
日
記
」

の
主
人
公
だ
け
が
前
向
き
に
人
生
を
捉
え
て
積
極
的
な
生
き
方
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
拙
論
「
庫
隠
の
作
品
に
み
る
社
会
問

-351-(96) 



題
意
識
」
・
「
五
四
時
期
の
女
流
作
家
塵
隠
の
作
品
に
み
え
る
悲
哀
の
表
現
」
で
も
述
べ
た
が
、
李
唯
建
と
巡
り
合
い
再
婚
し
て
後
庫
隠
の
人

生
観
は
大
き
く
変
わ
る
。
こ
の

二
箇
情
婦
的
日
記
」
だ
け
が
悲
哀
を
克
服
し
た
後
の
作
品
で
あ
る
。

ユ
ン
グ
派
の
心
理
学
者

M
・
L

フ
ォ
ン
・
フ
ラ
ン
ツ
が
否
定
的
母
親
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
く
女
性
に
つ
い
て
「
母
の
元
型
に
よ
っ
て
『
麻
痔
さ
せ
ら
れ
て
い
る
』
こ
の
よ

う
な
女
性
は
事
実
、
男
性
と
の
関
係
に
よ
ら
な
く
て
は
そ
の
存
在
は
花
ひ
ら
き
え
な
い
」
（
『
メ
ル
ヘ
ン
と
女
性
心
理
』

P
5
1
）
と
述
べ
て

い
る
。主

人
公
た
ち
の
多
く
は
母
を
亡
く
し
て
お
り
、
家
族
の
愛
情
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。
母
親
が
死
ん
で
い
な
い
場
合
で
も
、
苦
境
に
立

つ
主
人
公
に
手
を
さ
し
の
ベ
る
家
族
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
は
当
然
作
者
の
環
境
や
精
神
の
あ
り
よ
う
と
密
接
な
関
係
を

も
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

日
記
体
を
用
い
た
小
説
が
す
べ
て
愛
情
喪
失
の
物
語
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
庫
隠
に
と
っ
て
も
日
記

と
い
う
形
が
自
ら
の
悲
し
み
を
語
る
の
に
都
合
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ほ
と
ん
ど
自
分
の
日
記
を
そ
の
ま
ま
発
表
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
「
帰
雁
」

は
、
慮
隠
の
作
品
全
体
の
な
か
で
最
も
悲
哀
に
満
ち
、
庫
隠
の
悲
哀
の
総
決
算
を
し
た
よ
う
な
作
品
と

な
っ
て
い
る
の
も
興
味
深
い
。

「
私
は
本
当
に
ひ
弱
で
無
用
の
人
間
だ
。
」
（
「
帰
雁
」
『
庫
隠
集
外
集
』
所
収

書
目
文
献
出
版
社

1
9
8
9
年
5
月

P
1
1
8）

 

「
自
分
は
さ
い
は
て
の
孤
雁
、
幸
福
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
失
望
者
だ
。
長
く
こ
の
世
に
留
ま
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
（
前
掲
書

P
1
5

6 
「
私
は
不
幸
せ
な
人
間
だ
か
ら
人
に
あ
げ
ら
れ
る
も
の
と
い
っ
た
ら
悲
し
み
だ
け
だ
。
」
（
前
掲
書
P
1
2
2
）

幼
い
時
に
そ
の
存
在
を
全
面
的
に
肯
定
さ
れ
な
か
っ
た
人
間
は
、
成
長
し
て
後
も
落
ち
着
き
所
の
な
い
不
安
感
を
漠
然
と
抱
く
。

ま
し
て

や
こ
の
時
期
母
、
夫
、
兄
、

そ
し
て
唯
一
人
の
理
解
者
石
評
梅
と
た
て
つ
づ
け
に
失
っ
た
麗
隠
は
、
幼
い
娘
を
か
か
え
て
全
く
孤
雁
の
心
境

(95) つ臼
F
同
Uqa 



で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
帰
雁
」
の
主
人
公
は
青
年
剣
塵
の
求
愛
も
あ
く
ま
で
拒
否
し
て
、
孤
独
に
固
執
す
る
。
そ
の
様
子
は
、
幸
せ
を
つ
か
む
努

力
を
す
る
よ
り
も
今
の
ま
ま
の
ほ
う
が
い
い
と
い
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
作
者
は
、
あ
の
頃
は
ま
だ
旧
社
会
の

余
毒
が
残
っ
て
い
た
た
め
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
う
い
っ
た
社
会
的
背
景
に
よ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
彼
女
が
否
定
的
な
母
親
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
う
。

フ
ォ
ン
・
フ
ラ
ン
ツ
に
よ
れ
ば
、

子
供
の
と
き
母
の
愛
を
十
分
注
が
れ
な

か
っ
た
患
者
の
基
本
的
問
題
の
一
つ
は
実
存
の
不
安
だ
と
い
う
。
（
『
メ
ル
ヘ
ン
と
女
性
心
理
』

P
2
1
1）

「
す
な
わ
ち
こ
ど
も
た
ち
は
母
親
の
ひ
そ
か
な
邪
悪
な
考
え
に
よ
っ
て
、

そ
れ
と
知
ら
ず
に
存
在
の
根
本
を
掘
り
く
ず
さ
れ
て
、

性
特
有
の
自
己
確
認
に
つ
い
て
の
確
信
を
失
う
。
そ
し
て
女
性
と
し
て
の
自
発
性
が
眠
り
こ
ん
で
し
ま
う
。
」
（
前
掲
書
P
4
9〉

そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
は
結
婚
で
き
な
い
と
い
っ
た
自
己
否
定
的
な
考
え
を
も
っ
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
。
庫
隠
は
愛
を
強
く
求
め
て
い
な

が
ら
、
自
分
は
幸
せ
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
気
持
ち
を
何
処
か
に
も
っ
て
い
る
。

「
苦
し
い
運
命
は
美
し
い
詩
だ
。
そ
の
詩
か
ら
抜
け
出
し
て
平
凡
な
散
文
に
な
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
」
（
「
帰
雁
」
『
庫
隠
集
外
集
』

p

2
3
0）

 

こ
う
や
っ
て
い
ろ
い
ろ
理
由
を
つ
け
な
が
ら
、
彼
女
は
真
に
生
き
る
こ
と
か
ら
逃
避
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

ベ
ア
ト
リ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ
エ
は
『
日
記
論
』
の
第
二
部
「
精
神
分
析
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」

の
中
で

日
記
が
作
者
に
と
っ
て
母
胎
的
避
難
所

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
。

「
日
記
作
者
の
い
さ
さ
か
無
定
形
な
エ
ク
リ
チ
ュ

l
ル
は
、
次
の
二
重
の
義
務
に
こ
た
え
る
。
す
な
わ
ち
作
品
を
つ
く
ら
ず
、
成
年
に

達
し
な
い
で
い
る
こ
と
。

だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
書
き
、

日
記
を
避
難
所
や
鏡
と
し
て
使
い
、
出
生
以
前
の
生
も
し
く
は
生
の
初

そ
の

353-(94) 



め
の
数
年
間
の
状
態
で
あ
る
幸
福
と
無
責
任
と
統
一
性
と
安
全
の
状
態
を
、

で
あ
る
。
」
（
『
日
記
論
』

日
記
の
な
か
で
回
復
す
る
こ
と
、

P
1
4
3）

 

「
日
記
は
孤
独
が
綴
ら
れ
る
場
で
あ
る
が
、
孤
独
は
欠
落
で
は
な
く
避
難
所
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
」
（
前
掲
書
P
1
1
0
）

「
日
記
を
つ
け
る
こ
と
、
そ
れ
は
し
た
が
っ
て
平
安
と
内
面
性
の
隠
れ
家
を
再
び
発
掘
す
る
こ
と
、
『
内
部
』
の
失
わ
れ
た
楽
園
を
回
復

す
る
事
で
あ
る
。

日
記
は
安
心
感
を
与
え
て
く
れ
る
場
所
で
あ
り
、
自
分
以
外
の
世
界
、
空
虚
、

い
つ
お
そ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い

め
ま
い
、

そ
し
て
未
知
と
分
散
へ
の
墜
落
に
対
す
る
避
難
所
な
の
だ
。
」
（
前
掲
書
P
1
1
3〉

と
も
い
う
。
こ
う
い
っ
た
文
章
は
塵
隠
が
悲
哀
に
固
執
し
、
悲
哀
を
賛
美
し
、
悲
哀
の
な
か
に
逃
げ
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
や
っ
と
生
き
て

い
た
一
時
期
を
想
起
さ
せ
る
。

ま
た
、
ベ
ア
ト
リ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ
エ
は
日
記
作
者
が
早
い
時
期
に
母
親
を
亡
く
し
て
い
る
こ
と
（
前
掲
書
P
1
1
4）
、
同
時
代
の
作
家
た

ち
よ
り
も
身
体
が
弱
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
麿
隠
の
母
が
実
際
に
亡
く
な
っ
た
の
は
彼
女
が
二
十
四
歳
の
時
で

あ
る
が
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
彼
女
は
何
度
も
母
親
を
喪
失
し
て
い
る
。
病
気
に
つ
い
て
は
、
塵
隠
自
身
、
身
体
が
弱
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
し
、
作
中
の
人
物
の
多
く
が
、
病
ん
で
い
る
。

以
上
、
庫
隠
の
否
定
的
な
母
親
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
と
日
記
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

日
記
体
小
説
の
テ
i
マ
が
喪
失
で
あ
り
、

生
ま
れ
お
ち
て
か
ら
母
を
失
い
、

で
言
い
た
か
っ
た
の
は
、
失
う
こ
と
へ
の
恐
怖
だ
っ
た
か
も
し

そ
し
て
世
界
を
失
っ
た
作
者
が
「
帰
雁
」

れ
な
い
。
満
た
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
者
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
こ
れ
以
上
失
う
こ
と
を
恐
れ
る
。

4 

さ
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
庫
隠
自
身
日
記
作
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
作
品
中
の
主
人
公
の
多
く
が
日
記
を
つ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
彼

女
の
生
活
の
中
で
日
記
の
占
め
る
位
置
は
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
日
記
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
き
た
こ
と
と
母
親
喪
失
の
苦

し
み
と
は
極
め
て
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
母
親
か
ら
愛
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

と
り
も
な
お
さ
ず
世
界
の
喪
失
に
つ
な
が

る
。
自
分
の
存
在
価
値
が
な
い
、
存
在
を
許
さ
れ
る
場
所
が
な
い
と
い
う
苦
し
み
は
、
何
ら
か
の
形
で
補
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
手
段

と
し
て
日
記
が
あ
り

そ
し
て
小
説
が
あ
っ
た
。

一
人
称
で
書
け
る
日
記
（
あ
る
い
は
手
紙
）
は
、
自
分
の
苦
し
み
を
訴
え
る
の
に
最
も
都

合
の
よ
い
形
式
で
あ
る
。
客
観
的
な
ま
と
ま
り
の
あ
る
作
品
を
作
り
上
げ
る
よ
り
も
、
彼
女
は
ま
ず
生
の
感
情
を
訴
え
た
か
っ
た
。
「
わ
た
し

は
悲
し
い
」
「
わ
た
し
は
苦
し
い
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
だ
。
日
記
や
手
紙
は
、
最
も
生
の
感
情
に
近
い
。
つ
ま
り
女
性
の
内
面
を
表
出
し
ゃ

す
い
形
式
で
あ
る
。
デ
ィ
デ
ィ
エ
は

「
女
性
の
日
記
が
男
性
の
日
記
に
く
ら
べ
て
よ
り
真
率
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、

一
般
に
、
書
き
直
し
ゃ
推
敵
の
度
合
い
は
少

な
い
。
こ
の
時
代
（
1
7
0
0
年
代
〉

の
女
性
の
文
章
に
は
叫
び
声
を
文
字
に
し
た
と
い
う
お
も
む
き
が
あ
る
。

よ
り
「
自
然
な
」
存

在
と
み
な
さ
れ
て
い
る
女
性
は
、
素
朴
な
言
語
を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
『
日
記
論
』

P
4
8
）

と
述
べ
て
い
る
。
先
駆
的
存
在
で
あ
る
庫
隠
に
も
こ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

デ
ィ
デ
ィ
エ
は
ま
た
、

日
記
が
詩
や
小
説
が
作
り
あ
げ
ら
れ
る
準
備
の
場
所
に
な
っ
て
い
る
（
前
掲
書
P
2
4
4
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

庫
隠
の
日
記
の
中
か
ら
い
く
つ
か
の
小
説
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
特
に
初
期
の
短
編
に
つ
い
て
は
、
作
品
自
体
が
日
記

の
代
わ
り
を
し
て
い
る
と
い
っ
た
観
が
あ
る
。
こ
れ
は
庫
隠
の
創
作
方
法
と
も
関
係
が
あ
ろ
う
。
『
自
伝
』
の
中
で
「
私
が
創
作
す
る
時
の
習

慣
」
（
『
鹿
隠
自
伝
』

P
1
2
2
）
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

F
H
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「
私
は
文
章
を
書
く
と
き
、
清
書
を
す
る
の
が
一
番
嫌
い
で
、
長
編
を
書
く
と
き
で
も
短
編
を
書
く
と
き
で
も
、
下
原
稿
を
作
っ
た
こ

と
が
な
い
。
短
編
を
書
く
と
き
は
、

ま
ず
構
成
を
考
え
て
筆
を
と
る
と
そ
の
ま
ま
最
後
ま
で
書
く
。
長
編
を
書
く
と
き
も
、
構
想
を
考

え
そ
れ
に
概
要
を
つ
く
る
。
例
え
ば
十
章
書
こ
う
と
す
る
な
ら
、
十
章
の
題
目
を
書
き
、

そ
の
後
一
章
づ
っ
書
き
進
め
、
全
部
終
わ
っ

た
ら
も
う
一
度
見
て
誤
字
を
正
し
す
べ
て
終
わ
り
と
す
る
。
」

ま
た
教
師
を
し
な
が
ら
小
説
を
書
い
て
い
た
の
で
、
自
分
の
書
い
た
文
章
の
大
半
は
そ
の
暇
を
ぬ
す
ん
で
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
生
徒
に

作
文
を
書
か
せ
て
い
る
時
、
教
壇
で
書
い
た
り
し
た
。

二
時
間
の
授
業
で
二
千
字
か
ら
四
千
字
書
く
こ
と
が
で
き
た
、
時
間
が
許
す
時
は
朝

八
時
か
ら
夜
の
十
二
時
ま
で
書
き
続
け
て
短
編
を
仕
上
げ
た
こ
と
も
あ
る
、

と
い
う
。
こ
う
い
っ
た
創
作
法
自
体
、
き
わ
め
て
日
記
的
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
、
彼
女
の
文
章
は
あ
ま
り
に
素
直
で
練
り
上
げ
た
感
じ
が
し
な
い
。
特
に
日
記
体
・
書
簡
体
の
も
の
は
そ
の
傾
向

が
強
く
、
総
じ
て
幼
稚
な
印
象
を
あ
た
え
る
。

塵
隠
は
恐
ら
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が

否
定
的
母
親
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
克
服
す
る
た
め
に
小
説
を
書
き
始
め
た
。
芸
術

創
作
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
し
ば
し
ば
欠
落
感
を
お
ぎ
な
う
た
め
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
。
だ
か
ら
前
半
期
の
小
説
に
日
記
体
・
書
簡
体
が
多
く
用

い
ら
れ
る
。
こ
の
形
式
は
彼
女
に
と
っ
て
、
苦
悩
を
吐
き
出
す
日
記
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
日
記
体
小
説
の
頂
点
に
く
る
「
帰
雁
」

は
彼
女
の
全
作
品
の
中
で
最
も
悲
哀
に
満
ち
た
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
巡
り
合
っ
た
李
唯
建
と
の
恋
愛
に
よ
り
徐
々
に
癒
さ
れ
て
い

く
と
、
も
う
彼
女
は
こ
の
形
式
を
用
い
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

注
（

l
）
 

中
国
の
日
記
文
学
に
言
及
し
た
論
文
に
、
玉
井
幸
助
著
『
日
記
文
学
概
説
』
所
収
「
支
那
の
日
記
」
（
国
書
刊
行
会

1
9
8
2
年
2
月

1
i
n
U
A性

F
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（

2
）
 

年
に
刊
行
）
が
あ
る
。

賀
玉
波
は
「
庫
隠
女
士
及
其
作
品
」
（
『
嘗
代
中
国
女
作
家
論
』
黄
人
影
編
光
華
書
局

1
9
3
3
年
）
の
中
で
庫
隠
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
「
書

簡
体
と
日
記
体
を
用
い
て
小
説
を
書
く
こ
と
を
好
む
、
ま
た
作
品
中
に
手
紙
や
日
記
を
入
れ
る
こ
と
を
好
む
」
（
P
2
4
2
）
と
い
う
点
を
挙
げ
て

い
る
。
そ
し
て
日
記
体
・
書
簡
体
小
説
は
構
成
面
で
の
問
題
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
作
品
は
散
漫
に
な
り
読
者
に
単
調
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ

と
、
「
小
説
に
は
さ
ん
だ
手
紙
や
日
記
が
多
す
ぎ
る
の
は
読
者
を
最
も
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
描
写
の
効
果
を
も
損
な
う
」
（
P
2
4

4
）
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
閤
純
徳
も
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
彼
女
は
多
く
の
小
説
に
日
記
と
手
紙
の
形
式
を
用
い
て
い
る
。
こ
う
す
れ
ば

言
葉
の
面
で
は
と
て
も
生
き
生
き
し
て
い
て
自
然
で
あ
る
が
、
構
成
の
面
で
は
や
や
も
す
れ
ば
散
漫
に
な
る
と
い
う
欠
点
が
出
て
く
る
。
」
（
『
中
国

現
代
女
作
家
』
閣
純
徳
主
編
黒
龍
江
人
民
出
版
社

1
9
8
3
年

P
2
7
9
〉
と
述
べ
て
い
る
。

（回

2
吉
田
口

E
5・
U

］

o
c
E巳
E
Z
5
0・司耳目的
2
巴

2
5
5
Z一
目
的
色
命
日
J
E
S－
－
∞
吋
白
）
西
川
長
夫
・
後
平
隆
共
訳
著
者
は
パ
リ
第
八
大
学
の
教

授
で
、
フ
ラ
ン
ス

1
8
、
1
9
世
紀
文
学
の
幅
広
い
研
究
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
『
日
記
論
』
の
中
で
分
析
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
出
版
さ
れ

た
日
記
で
あ
り
、
日
記
体
の
小
説
で
は
な
い
。

謝
改
心
・
謝
涼
埜
ら
も
書
簡
体
、
日
記
体
の
作
品
を
残
し
て
い
る
が
、
慮
隠
の
よ
う
に
作
品
中
に
占
め
る
割
合
が
多
い
の
は
、
石
評
梅
ひ
と
り
で
あ

る「
彼
女
の
文
章
の
中
に
容
易
に
彼
女
自
身
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
攻
魂
的
刺
」
は
も
ち
ろ
ん
事
実
を
書
い
た
も
の
だ
し
、
「
雲
羅
姑
娘
」
「
樹

蔭
下
」
も
ほ
と
ん
ど
彼
女
の
日
記
の
中
か
ら
発
展
し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
（
略
）
彼
女
は
主
観
的
な
筆
遣
い
が
好
き
で
あ
る
た
め
に
多
く
の
文

章
が
日
記
の
体
裁
を
用
い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
は
ほ
と
ん
ど
彼
女
が
一
日
も
欠
か
さ
ず
日
記
を
つ
け
て
い
る
と
思
っ
て

い
る
に
ち
が
い
な
い
。
」
（
『
鷹
隠
自
伝
』
序
文
「
庫
隠
的
故
事
」
第
一
出
版
社

1
9
3
4
年
初
版

P
4
）

こ
こ
に
は
、
親
友
石
評
梅
の
死
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
。
彼
女
が
病
死
し
た
の
は

1
9
2
8
年
9
月
3
0
日
だ
か
ら
、
全
く
の
事
実
の
通
り
と
い

う
わ
け
で
は
な
い
。

『
楽
園
願
望
』
（
マ
l
リ
オ
・
ヤ
コ
l
ピ
著
松
代
洋
一
訳
紀
伊
国
屋
書
店

1
9
8
8
年
1
1
月
）
「
早
期
幼
児
期
の
『
地
獄
』
と
し
て
の
原
関

係
障
宝
己
参
照
他
に

E
・
ノ
イ
マ
ン
、
ス
ピ
ッ
ツ
、
ボ
ウ
ル
ビ
イ
等
の
研
究
が
あ
る
。

「
庫
隠
の
作
品
に
み
る
社
会
問
題
意
識
」
（
『
嘉
文
研
究
』
慶
藤
義
塾
大
学
義
文
学
会

1
9
8
5
年
第
4
7
号
）
、
「
五
四
時
期
の
女
流
作
家
庫
隠
の

作
品
に
み
え
る
悲
哀
の
表
現
」
（
『
園
皐
院
雑
誌
』
八
七
巻
七
号
一
九
八
六
年
七
月
）
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『
メ
ル
ヘ
ン
と
女
性
心
理
』
（
M
・
L
・
フ
ォ
ン
・
フ
ラ
ン
ツ
著

8
8
年

8
月
第
7
刷）

秋
山
さ
と
子
・
野
村
美
紀
子
訳

海
鳴
社

1
9
7
5
年
一
月
第
一
刷
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