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川
端
康
成
「
生
命
の
樹
」
と『
婦
人
文
庫
』
と
い
う
場

─
か
つ
て
の
『
少
女
の
友
』
読
者
の
戦
後
─

三
浦
　
卓

一

　

戦
後
に
お
け
る
文
学
の
﹁
再
出
発
﹂
を
雑
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
﹁
再
出
発
﹂
と
捉
え
︑
そ
れ
を
﹁
四
六
年
の
一
月
号
﹂
と
す
る
本
多
秋
五

は
︑﹁
戦
後
第
一
年
目
の
文
学
は
︑
ま
ず
﹁
大
家
の
復
活
﹂
か
ら
は
じ
ま
っ
た
﹂
と
述
べ
る
中
で
︑
宮
本
百
合
子
・
志
賀
直
哉
・
永
井
荷
風
ら
と

と
も
に
川
端
康
成
に
も
触
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
本
多
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
小
説
は
﹁
女
の
手
﹂︵﹃
人
間
﹄
一
九
四
六
・
一
︶︑﹁
挿
話
﹂︵﹃
新

潮
﹄
一
九
四
六
・
二
︑
の
ち
﹁
五
拾
銭
銀
貨
﹂
と
改
題
︶︑﹁
さ
ざ
ん
花
﹂︵﹃
新
潮
﹄
一
九
四
六
・
一
二
︶
で
︑
こ
れ
ら
を
﹁
ほ
そ
ぼ
そ
と
し
た
線

の
作
品
﹂
で
あ
り
︑﹁
キ
メ
こ
ま
か
な
彼
の
資
質
に
︑
当
時
の
あ
ら
あ
ら
し
い
空
気
が
適
さ
な
か
っ
た
﹂
と
し
て
い
る1

︒
本
多
に
よ
る
評
価
に
関

し
て
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お
く
が
︑
本
稿
で
検
討
す
る
﹁
生
命
の
樹
﹂︵﹃
婦
人
文
庫
﹄
一
九
四
六
・
七2

︶
も
ま
た
︑
戦
後
文
学
の
﹁
再
出
発
﹂
期

の
テ
ク
ス
ト
の
一
角
を
な
す
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑
資
質
云
々
の
問
題
と
は
別
に
︑
否
応
な
く
戦
争
の
文
脈
と
あ

わ
せ
て
読
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
と
く
に
﹁
生
命
の
樹
﹂
は
敗
戦
間
際
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
特
攻
隊
に
関
わ
る
題
材
が
選
ば
れ

て
い
る
た
め
︑
そ
し
て
川
端
テ
ク
ス
ト
中
唯
一
と
い
っ
て
よ
い
銃
後
で
は
な
い
﹁
戦
争
そ
の
も
の
﹂
を
描
い
た
と
も
言
え
な
く
も
な
い
た
め
に
︑
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な
お
さ
ら
で
あ
る
︒

　

事
実
︑
長
濵
拓
磨
は
︑
紅
野
謙
介
・
川
崎
賢
子
・
寺
田
博
編
﹃
戦
後
占
領
期
短
編
小
説
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
①　

1945-1946

﹄︵
藤
原
書
店
︑
二

〇
〇
七
・
九
︶
や
﹃
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
戦
争
と
文
学
第
八
巻　

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
﹄︵
集
英
社
︑
二
〇
一
一
・
六
︶
な
ど
に
﹁
生
命
の
樹
﹂
が
収

録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
戦
争
文
学
と
し
て
﹁
評
価
さ
れ
つ
つ
あ
る3

﹂
と
し
て
い
る
︒
ま
た
李
聖
傑
は
︑
川
端
の
戦
争
体
験
に
関
し
て

概
観
す
る
中
で
︑
一
九
五
五
年
八
月
号
﹃
新
潮
﹄
に
発
表
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
﹁
敗
戦
の
こ
ろ
﹂
を
手
掛
か
り
と
し
て
︑
一
九
四
五
年
四
月
か
ら
約

一
か
月
ほ
ど
海
軍
報
道
班
員
と
し
て
鹿
児
島
県
鹿
屋
の
海
軍
基
地
を
訪
れ
た
経
験
を
確
認
し
な
が
ら
︑﹁
生
命
の
樹
﹂
を
﹁
川
端
の
特
攻
隊
の
体

験
を
背
景
と
し
た
唯
一
の
作
品
﹂
と
位
置
付
け
て
い
る4

︒

　

但
し
︑
戦
争
と
の
関
係
を
ど
う
意
味
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
︒
李
は
﹁
生
命
の
樹
﹂
に
関
し
て
︑﹁
作
品
は
直
接
特
攻
隊

の
死
を
描
く
の
で
は
な
く
︑
特
攻
に
出
る
前
夜
に
植
木
と
啓
子
が
身
体
を
結
ば
ず
に
︑
星
を
見
続
け
る
場
面
を
描
く
こ
と
で
︑
主
人
公
の
内
面
に

お
い
て
戦
争
か
ら
か
な
し
み
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る5

︒﹂
な
ど
と
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
戦
争
の
否
定
的
な
側
面
を
描
い
た
も
の

と
し
て
読
み
取
っ
て
評
価
し
て
い
る
が
︑
一
九
四
六
年
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
へ
の
評
価
と
し
て
そ
れ
ほ
ど
意
味
が
あ
る
と
も
思
え
な
い
︒
一

方
で
︑
李
も
引
用
し
て
い
る
川
島
至
の
﹁
川
端
氏
の
特
攻
基
地
で
の
体
験
が
︑﹃
生
命
の
樹
﹄
と
い
う
短
編
し
か
生
ま
な
か
っ
た
こ
と
︑
そ
れ
も

﹃
私
﹄
の
眼
に
映
ず
る
自
然
の
美
し
さ
が
語
ら
れ
る
作
品
し
か
生
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
︑
私
た
ち
は
愕
然
と
し
︑
あ
の
大
き
な
戦
争
す
ら
も
人
間

的
な
関
心
を
示
さ
ず
に
素
通
り
で
き
た
作
家
に
︑
恐
怖
に
近
い
尊
敬
の
念
を
捧
げ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い6

︒﹂
の
よ
う
な
語
ら
れ
る
べ
き
戦
争

が
語
ら
れ
て
い
な
い
テ
ク
ス
ト
と
い
く
ぶ
ん
の
皮
肉
を
交
え
て
位
置
付
け
る
こ
と
も
︑
こ
の
時
期
の
テ
ク
ス
ト
の
あ
る
べ
き
姿
を
一
元
化
す
る
よ

う
な
前
提
を
形
作
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
︑﹁
私
の
眼
に
映
ず
る
自
然
の
美
し
さ
が
語
ら
れ
る
作
品
﹂
と
い
う
把
握
も
含
め
て
︑
問
い
直
す
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

　

様
々
な
問
題
を
考
え
る
た
め
に
も
︑
ま
ず
﹁
生
命
の
樹
﹂
の
概
要
を
確
認
し
て
お
く
︒
語
り
手
も
担
う
﹁
私
﹂︵
啓
子
︶
は
︑
近
江
に
育
ち
京

都
の
女
学
校
に
通
っ
た
と
い
う
履
歴
が
あ
る
が
︑
敗
戦
間
際
の
五
月
を
中
心
と
し
た
ひ
と
月
余
り
の
間
︑
徴
用
女
工
逃
れ
の
意
味
も
あ
っ
て
︑
親

戚
に
声
を
か
け
ら
れ
て
﹁
九
州
の
南
端
﹂
に
あ
る
﹁
特
攻
隊
基
地
の
水
交
社
﹂
へ
手
伝
い
に
出
て
い
た
︒
物
語
内
現
在
は
︑
特
攻
隊
と
し
て
命
を
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落
し
た
植
木
へ
の
思
慕
を
抱
い
た
ま
ま
︑
両
親
に
だ
け
は
啓
子
と
の
結
婚
の
意
志
を
示
し
て
い
る
特
攻
隊
員
の
生
き
残
り
の
寺
村
に
東
京
に
住
む

植
木
の
親
の
も
と
へ
連
れ
ら
れ
て
い
く
道
中
で
あ
り
︑
そ
の
道
中
に
お
い
て
植
木
と
の
思
い
出
が
頻
繁
に
回
想
さ
れ
て
い
く
と
い
う
構
造
を
持
っ

て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
な
構
造
を
前
提
と
し
て
も
︑﹁
生
命
の
樹
﹂
の
次
の
よ
う
な
記
述
を
確
認
し
た
と
き
︑
た
し
か
に
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
川
端
の
鹿
屋
体

験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
︒

　

沖
縄
戦
が
絶
望
と
知
つ
て
は
︑
も
う
ゐ
た
た
ま
れ
な
か
つ
た
と
︑
私
は
両
親
に
言
つ
た
︒
私
は
泣
い
て
眠
っ
た
︒
起
き
る
と
ま
た
戦
況
の

不
利
を
話
し
て
泣
い
た
︒
／
─
日
本
に
連
合
艦
隊
と
い
ふ
も
の
は
最
早
な
い
こ
と
︑
九
州
の
陸
上
基
地
に
集
ま
つ
た
︑
特
攻
隊
の
﹁
航
空

艦
隊
﹂
が
海
軍
で
あ
る
こ
と
︑
あ
の
基
地
の
航
空
艦
隊
は
菊
水
部
隊
と
名
乗
り
︑
特
攻
隊
の
攻
撃
を
︑
第
五
次
菊
水
作
戦
︑
第
六
次
菊
水
作

戦
と
い
ふ
風
に
呼
ん
で
ゐ
る
こ
と
︑
特
攻
隊
が
い
く
ら
出
て
も
︑
沖
縄
周
辺
の
艦
船
は
さ
ら
に
減
ら
な
い
こ
と
︑
出
る
に
も
飛
行
機
が
少
く

て
︑
特
攻
隊
員
が
手
を
空
し
く
し
て
ゐ
る
時
も
多
い
こ
と
︑
特
攻
機
に
護
衛
の
戦
闘
機
を
つ
け
ら
れ
な
く
な
つ
て
︑
目
的
地
へ
行
き
着
く
前

に
敵
機
に
食
は
れ
る
こ
と
︑
特
攻
機
も
搭
乗
員
も
不
足
で
︑
練
習
生
が
練
習
機
に
乗
つ
て
ま
で
出
る
こ
と
︑
こ
の
練
習
生
と
練
習
機
と
を
使

ふ
︑
特
攻
隊
は
秘
密
で
あ
る
こ
と
︑︵
以
下
略
︶

　

近
江
に
帰
っ
た
﹁
私
﹂
が
戦
時
下
に
お
い
て
両
親
に
語
る
こ
の
沖
縄
戦
の
絶
望
的
で
不
条
理
な
状
況
は
︑
確
か
に
﹁
敗
戦
の
こ
ろ
﹂
に
﹁
特
攻

隊
に
つ
い
て
一
行
も
報
道
は
書
か
な
か
つ
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
決
し
て
戦
時
下
で
は
書
き
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
し
︑
そ
れ
を
隠
蔽
・
脚
色

し
て
報
道
し
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
種
の
良
心
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ま
た
︑
戦
後
で
あ
っ
て
も
当
時
の
状
況
を
描
き
出
す

こ
と
に
︑
現
場
に
赴
い
た
人
に
し
か
出
来
な
い
も
の
と
し
て
価
値
を
見
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
例
え
ば
長
谷
川
泉
が
こ
の
場
面

を
受
け
て
﹁
こ
の
問
題
を
お
し
つ
め
て
行
く
と
︑
戦
争
そ
の
も
の
︑
そ
し
て
太
平
洋
戦
争
そ
の
も
の
の
思
想
的
背
景
ま
で
究
極
に
は
た
ち
い
た
る

こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
﹁
生
命
の
樹
﹂
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
問
題
の
掘
り
下
げ
へ
の
示
唆
は
な
い7

︒﹂
と
し
て
い
る
よ
う
に
︑
終
始
﹁
私
﹂
に
よ

っ
て
語
ら
れ
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑﹁
戦
争
そ
の
も
の
﹂
を
主
題
化
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
︒

　

こ
こ
で
は
︑﹁
私
﹂
と
道
中
を
伴
に
す
る
寺
村
の
﹁
去
年
の
今
ご
ろ
は
︑
自
分
の
命
が
自
分
の
も
の
ぢ
や
な
か
つ
た
ん
だ
︒﹂
と
言
う
発
言
を
め
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ぐ
る
場
面
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
︒
こ
の
命
の
所
有
者
を
め
ぐ
る
問
題
は
︑
当
然
元
特
攻
隊
員
に
と
っ
て
自
身
の
経
験
と
敗
戦
後
の
身
の
処
し

方
に
関
す
る
本
質
的
な
問
題
の
は
ず
で
あ
る
︒
寺
村
は
つ
づ
い
て
︑﹁
僕
は
そ
の
こ
と
は
忘
れ
な
い
よ
︒
そ
れ
を
思
ふ
と
︑
僕
は
ど
ん
な
こ
と
だ

つ
て
出
来
る
し
︑
す
る
つ
も
り
だ
︒﹂
と
自
身
の
当
時
の
あ
り
方
を
今
後
来
る
か
も
し
れ
な
い
苦
難
を
乗
り
越
え
る
際
の
動
力
源
の
よ
う
な
も
の

と
し
た
う
え
で
︑﹁
僕
が
ふ
や
け
さ
う
に
な
つ
た
ら
︑
お
前
の
命
は
自
分
の
も
の
ぢ
や
な
か
つ
た
ん
だ
と
︑
啓
子
さ
ん
︑
ち
よ
つ
と
叱
つ
て
く
れ

よ
︒
自
分
の
命
が
自
分
の
も
の
で
な
か
つ
た
時
の
︑
僕
を
見
て
た
の
は
啓
子
さ
ん
だ
ら
う
︒
厳
粛
な
る
証
人
さ
︒﹂
と
啓
子
︵﹁
私
﹂︶
を
そ
の
時

期
の
自
身
の
あ
り
方
を
担
保
す
る
不
可
欠
な
存
在
と
し
て
規
定
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
特
攻
隊
員
と
し
て
の
体
験
を
戦
後
を
生
き
る
際

の
肯
定
的
な
要
素
に
変
換
し
よ
う
と
す
る
寺
村
の
論
理
が
﹁
私
﹂
に
十
分
に
届
い
て
い
な
い
こ
と
は
︑
つ
づ
く
次
の
や
り
と
り
を
見
れ
ば
確
認
で

き
る
で
あ
ろ
う
︒

　

私
は
寺
村
さ
ん
の
目
が
眩
し
く
て
︑
／
﹁
そ
ん
な
─
だ
つ
て
︑
寺
村
さ
ん
の
お
命
を
︑
寺
村
さ
ん
に
帰
し
て
下
さ
つ
た
人
の
方
が

︙
︙
︙
︒﹂
と
ま
ご
ま
ご
言
つ
た
︒
／
﹁
誰
だ
い
︑
そ
り
や
あ
︒
僕
の
命
を
返
し
て
く
れ
た
の
は
︑
い
つ
た
い
な
に
も
の
だ
ら
う
ね
︒
教
へ

て
も
ら
ひ
た
い
ね
︒﹂
／
﹁
わ
か
り
ま
せ
ん
わ
︑
私
な
ん
ぞ
に
︙
︙
︙
︒
自
分
の
命
さ
へ
自
分
の
も
の
か
ど
う
か
︑
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
も

の
︒﹂
／
﹁
そ
れ
は
さ
う
さ
︒
人
間
︑
誰
だ
つ
て
さ
う
さ
︒
自
分
の
命
が
自
分
の
も
の
だ
と
証
拠
立
て
る
に
は
︑
自
殺
し
て
み
る
ほ
か
は
な

い
だ
ら
う
さ
︒﹂

　

こ
こ
で
の
﹁
自
分
の
命
さ
へ
自
分
の
も
の
か
ど
う
か
︑
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
も
の
﹂
と
い
う
﹁
私
﹂
の
発
言
の
背
景
に
は
︑
テ
ク
ス
ト
の
序
盤

に
頻
出
す
る
﹁
自
分
が
死
ぬ
つ
も
り
で
ゐ
る
﹂
と
い
う
思
い
が
あ
り
︑
そ
れ
は
寺
村
が
自
分
と
結
婚
す
る
意
志
を
示
し
て
い
る
と
母
か
ら
聞
い
た

と
き
に
生
じ
た
思
い
と
し
て
﹁
私
が
死
な
う
と
思
つ
た
の
は
︑
こ
の
時
だ
つ
た
︒
植
木
さ
ん
の
た
め
に
死
ん
で
あ
げ
よ
う
︙
︒﹂
と
記
述
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
︑
植
木
と
い
う
具
体
的
な
対
象
が
あ
っ
て
の
発
言
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
寺
村
は
﹁
人
間
誰
だ
つ
て
さ
う
さ
︒﹂
と
一
般
論
と

し
て
答
え
て
い
る
︒
こ
の
先
︑
議
論
を
広
げ
た
上
で
﹁
僕
の
命
が
自
分
の
も
の
で
な
か
つ
た
時
の
︑
僕
を
知
つ
て
ゐ
る
人
を
︑
僕
は
神
と
し
て
お

い
て
も
い
い
や
う
な
気
が
す
る
︒﹂
と
﹁
私
﹂
に
同
様
の
視
線
を
向
け
る
寺
村
に
対
し
︑﹁
私
﹂
は
﹁
寺
村
さ
ん
は
︑
私
が
死
ぬ
つ
も
り
で
ゐ
る
こ

と
を
御
存
じ
な
い
︒
／
ま
た
︑
私
と
結
婚
な
さ
り
た
い
と
い
ふ
︑
寺
村
さ
ん
の
御
意
向
を
︑
私
が
知
つ
て
ゐ
る
こ
と
も
︑
御
存
じ
な
い
ら
し
い
︒﹂
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と
し
て
い
る
︒﹁
私
﹂
は
寺
村
と
共
有
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
寺
村
の
議
論
を
空
振
り
さ
せ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う

な
寺
村
と
﹁
私
﹂
の
関
係
性
の
描
写
に
﹁
生
命
の
樹
﹂
が
﹁
戦
争
そ
の
も
の
﹂
を
主
題
化
し
て
い
な
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
見
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
︒
一
人
称
の
語
り
手
で
あ
る
﹁
私
﹂
は
恐
ら
く
﹁
戦
争
そ
の
も
の
﹂
と
は
別
の
も
の
を
見
て
い
る
︒

　

そ
も
そ
も
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
﹁
再
出
発
﹂
と
い
う
語
は
戦
前
／
戦
後
の
切
断
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
し
︑
川
端
の
敗
戦
直
後
の
テ
ク
ス

ト
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
読
ま
れ
て
き
た
感
が
あ
る8

︒
し
か
し
︑
こ
の
時
期
の
川
端
か
ら
は
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て
の
自
テ
ク
ス
ト
の
一

部
の
要
素
を
反
復
す
る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
紡
い
で
お
り
︑
そ
れ
ま
で
の
痕
跡
を
ひ
と
た
び
脱
文
脈
化
し
て
戦
後
の
文
脈
に
再
編
す
る
よ
う
な
あ

り
方
が
見
て
取
れ
る9

︒
こ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
時
︑
昭
和
一
〇
年
代
に
少
女
小
説
家
と
し
て
女
学
生
に
人
気
を
博
し
て
い
た
川
端
が
︑
か
つ

て
女
学
生
で
あ
っ
た
﹁
私
﹂
の
一
人
称
で
語
る
小
説
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
︑
戦
前
か
ら
の
反
復
と
戦
後
に
お
け
る
再
編
の
一
例
と
し
て
注
目
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二

　

そ
の
よ
う
な
視
点
で
﹁
生
命
の
樹
﹂
を
捉
え
か
え
す
と
き
︑
従
来
は
書
誌
以
上
の
意
味
を
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
﹃
婦
人
文
庫
﹄
と
い
う
場

に
お
い
て
こ
の
小
説
が
発
表
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
︑
も
う
少
し
意
味
を
持
た
せ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
︒

　
﹃
婦
人
文
庫
﹄
は
︑
本
多
の
い
う
雑
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
﹁
再
出
発
﹂
の
有
力
雑
誌
と
し
て
こ
の
時
期
の
文
学
史
の
一
つ
の
ト
ピ
ッ
ク
で
も

あ
る
﹃
人
間
﹄︵
一
九
四
六
・
一
創
刊
︶
と
同
じ
鎌
倉
文
庫
が
︑﹁
本
当
の
女
性
雑
誌
を
作
る
﹂
と
い
う
﹁
モ
ッ
ト
ー
﹂︵
創
刊
号
﹁
編
集
後
記
﹂︶

の
も
と
で
一
九
四
六
年
五
月
に
創
刊
し
た
雑
誌
で
あ
る
︒
鎌
倉
文
庫
と
川
端
の
つ
な
が
り
は
既
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
﹃
婦
人
文
庫
﹄

に
も
川
端
は
深
く
か
か
わ
っ
て
お
り
︑
鎌
倉
文
庫
の
解
散
に
と
も
な
い
一
九
四
九
年
一
二
月
号
で
休
刊
し
た
の
ち
約
一
年
を
経
て
ひ
ま
わ
り
社
か

ら
出
さ
れ
た
復
刊
一
号
︵
一
九
五
〇
・
一
二
︶
の
﹁
婦
人
文
庫
を
育
く
ん
だ
人
々
﹂
と
い
う
グ
ラ
ビ
ア
で
は
︑
一
番
は
じ
め
に
川
端
の
写
真
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
︒
誌
面
に
も
︑
創
刊
号
で
は
田
中
耕
太
郎
・
加
藤
静
枝
・
中
野
好
夫
と
﹁
新
し
き
女
性
の
再
建
に
よ
せ
て
﹂
と
い
う

座
談
会
に
出
席
︑
一
巻
二
号
︵
一
九
四
六
・
六
︶
で
も
河
盛
好
蔵
・
今
日
出
海
・
芹
澤
光
治
良
と
﹁
結
婚
と
道
徳
に
つ
い
て
﹂
と
い
う
座
談
会
に
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出
席
︑
そ
し
て
一
巻
三
号
︵
一
九
四
六
・
七
︶
に
﹁
生
命
の
樹
﹂
を
発
表
と
い
っ
た
よ
う
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
様
子
が
見
て
と
れ
る
︒

　

し
か
し
︑﹃
婦
人
文
庫
﹄
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
川
端
の
か
か
わ
り
が
深
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
︒
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
︑
一
巻
二
号

か
ら
﹁
花
鳥
﹂
を
連
載
す
る
吉
屋
信
子
で
あ
ろ
う
︒
先
に
触
れ
た
復
刊
一
号
の
﹁
後
記
﹂
に
は
︑﹁
当
初
は
吉
屋
氏
が
自
ら
編
集
す
る
予
定
に
な

つ
て
﹂
お
り
︑﹁
鎌
倉
︑
東
京
間
の
国
鉄
定
期
券
を
わ
ざ
わ
ざ
購
入
し
た
﹂
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
結
局
は
﹁
直
接
編
集
の

実
際
面
に
当
る
よ
り
も
執
筆
関
係
で
後
援
す
る
こ
と
に
﹂
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
︑
例
え
ば
﹃
少
女
の
友
﹄
一
九
三
九
年
一
二
月
号
の

﹁
新
年
号
の
予
告
﹂
で
川
端
と
吉
屋
が
﹁
少
女
小
説
の
玉
座
を
占
め
る
﹂
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
︑
川
端
と
吉
屋
が
並
ぶ
誌

面
か
ら
は
昭
和
一
〇
年
代
の
﹃
少
女
の
友
﹄
の
面
影
が
否
応
な
く
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
な
の
は
︑
中
原
淳
一

が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
一
九
三
二
年
六
月
号
か
ら
一
九
四
〇
年
六
月
号
ま
で
表
紙
を
担
当
し
た
中
原
が
﹃
少
女
の
友
﹄
の
あ

る
一
時
代
を
築
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
し
︑﹁
乙
女
の
港
﹂︵
一
九
三
七
・
六
～
一
九
三
八
・
三
︶︑﹁
花
日
記
﹂︵
一
九
三
八
・
四
～
一

九
三
九
・
三
︶︑﹁
美
し
い
旅
﹂︵
正
編
：
一
九
三
九
・
七
～
一
九
四
一
・
四
︑
続
編
：
一
九
四
一
・
九
～
一
九
四
二
・
一
〇
︑
中
絶
︶
な
ど
に
お

い
て
川
端
と
中
原
が
﹃
少
女
の
友
﹄
に
お
け
る
人
気
コ
ン
ビ
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
然
り
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
中
原
が
︑
例
え
ば
創
刊
号
で
は
﹁
明

る
い
春
の
ス
タ
イ
ル
﹂︑
一
巻
二
号
で
は
﹁
モ
ン
ペ
や
ゆ
か
た
で
出
来
た
ド
レ
ス
﹂
と
い
う
︑
数
枚
の
挿
絵
と
と
も
に
戦
後
の
女
性
の
服
装
を
提

言
し
て
い
く
よ
う
な
文
章
を
執
筆
し
て
い
る
︒
こ
れ
を
﹃
少
女
の
友
﹄
に
一
九
三
七
年
五
月
号
か
ら
三
年
ほ
ど
連
載
さ
れ
人
気
を
博
し
た
﹁
女
学

生
服
装
帖
﹂
の
リ
バ
イ
バ
ル
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
後
︑﹁
生
命
の
樹
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
第
三
号
か
ら
は

表
紙
も
担
当
し
た
こ
と
︑
自
ら
立
ち
上
げ
た
ひ
ま
わ
り
社
か
ら
復
刊
号
が
出
版
さ
れ
て
い
く
こ
と
な
ど
も
含
め
︑﹃
婦
人
文
庫
﹄
に
と
っ
て
欠
か

せ
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

　

川
端
康
成
︑
吉
屋
信
子
︑
中
原
淳
一
と
並
ん
だ
雑
誌
︵
こ
こ
に
﹁
乙
女
の
港
﹂﹁
花
日
記
﹂
の
実
質
的
な
作
者
で
あ
る
中
里
恒
子
の
小
説
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
含
め
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
︶
は
︑
昭
和
一
〇
年
代
前
半
の
き
ら
び
や
か
だ
っ
た
こ
ろ
の
﹃
少
女
の
友
﹄
を
想
起
さ
せ

る
の
に
十
分
で
あ
ろ
う
︒
も
ち
ろ
ん
差
異
は
対
象
年
齢
で
あ
る
︒
先
述
し
た
座
談
会
﹁
新
し
き
女
性
の
再
建
に
寄
せ
て
﹂
が
﹁
婦
人
の
解
放
と
い

つ
た
や
う
な
テ
ー
マ
﹂
を
設
定
し
て
女
性
の
労
働
や
家
庭
の
問
題
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑﹃
少
女
の
友
﹄
に
あ
っ
た
よ
う
な
少
女
の
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夢
の
世
界
の
提
示
や
成
長
を
促
す
よ
う
な
言
説
な
ど
と
は
異
質
な
誌
面
作
り
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
対
象
年
齢
の
上
昇
こ
そ
が
か
つ

て
の
﹃
少
女
の
友
﹄
の
反
復
の
意
義
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒
川
端
の
少
女
小
説
の
系
譜
と
し
て
戦
後
に
言
及
さ
れ
る
も
の
は
︑
例
え
ば
﹃
ひ
ま
わ

り
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
歌
劇
学
校
﹂︵
一
九
四
九
・
六
～
一
九
五
〇
・
七
︶
や
﹁
万
葉
姉
妹
﹂︵
一
九
五
一
・
一
～
一
二
︑
い
ず
れ
も
代
作
と
い
う

説
が
有
力
︶
な
ど
で
あ
り
︑
ま
た
中
原
も
﹃
ひ
ま
わ
り
﹄
な
ど
か
つ
て
と
同
じ
年
代
に
向
け
た
も
の
が
中
心
で
あ
る
が
︵
但
し
︑
中
原
の
場
合
も

う
少
し
対
象
年
齢
の
高
い
﹃
そ
れ
い
ゆ
﹄
な
ど
も
あ
る
︶︑
も
う
一
つ
の
軸
と
し
て
か
つ
て
の
読
者
に
ピ
ン
ト
を
合
わ
せ
た
﹃
婦
人
文
庫
﹄
の
よ

う
な
試
み
が
あ
っ
た
こ
と
も
頭
に
入
れ
て
お
い
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
︒

　

以
上
の
よ
う
な
﹃
婦
人
文
庫
﹄
の
特
色
を
考
慮
し
た
と
き
︑﹁
生
命
の
樹
﹂
の
語
り
手
﹁
私
﹂
＝
啓
子
が
か
つ
て
の
女
学
生
で
あ
り
︑
結
婚
の

話
が
持
ち
上
が
る
年
頃
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
例
え
ば
﹁
美
し
い
旅
﹂
で
は
女
学
校
四
年
生
と
し
て
設
定
さ

れ
た
明
子
と
い
う
少
女
が
正
編
の
中
心
で
あ
っ
た
よ
う
に
︑﹃
少
女
の
友
﹄
で
の
川
端
の
小
説
は
読
者
と
最
も
近
い
存
在
が
主
人
公
的
な
位
置
に

置
か
れ
て
い
た
︒
で
あ
れ
ば
︑
恐
ら
く
二
十
代
前
半
に
設
定
さ
れ
た
﹁
私
﹂
を
か
つ
て
の
﹃
少
女
の
友
﹄
読
者
の
そ
の
後
と
見
る
こ
と
も
可
能
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
す
な
わ
ち
︑
想
定
し
た
読
者
層
に
合
わ
せ
て
設
定
さ
れ
た
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒﹁
生
命
の
樹
﹂
が
彼
女
ら
の
﹁
い
ま
﹂

に
焦
点
を
合
わ
せ
た
小
説
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
戦
争
そ
の
も
の
﹂
を
主
題
化
し
て
い
な
い
小
説
で
あ
る
と
い
こ
と
も
説
明
が
つ
く
か
も
し
れ
な
い
︒

少
な
く
と
も
︑
こ
の
小
説
を
川
端
の
同
時
期
の
テ
ク
ス
ト
の
言
説
と
並
列
し
て
フ
ラ
ッ
ト
に
捉
え
て
し
ま
う
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
︒

三

　
﹁
美
し
い
旅
﹂
正
編
は
︑
盲
聾
啞
の
少
女
花
子
を
め
ぐ
る
周
囲
の
人
々
が
花
子
に
対
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
定
め
て
行
く
中
で
︑
明
子
だ

け
が
場
面
に
応
じ
て
対
応
を
し
つ
つ
も
自
ら
の
あ
り
方
を
定
め
き
れ
ず
模
索
す
る
︑
そ
ん
な
明
子
の
主
体
を
め
ぐ
る
物
語
で
も
あ
っ
た10

︒
一
方
で

﹁
生
命
の
樹
﹂
も
ま
た
︑
一
人
称
の
女
語
り
で
あ
る
と
い
う
差
異
は
あ
れ
︑﹁
私
﹂
が
自
ら
の
位
置
づ
け
を
模
索
す
る
主
体
の
物
語
と
し
て
読
む
こ

と
が
出
来
る
︒
こ
こ
で
は
ま
ず
︑
物
語
が
始
ま
る
時
点
の
状
態
と
し
て
見
ら
れ
る
﹁
死
ぬ
つ
も
り
で
ゐ
る
﹂
こ
と
に
関
わ
る
変
遷
か
ら
分
析
し
て
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い
く
︒

　

テ
ク
ス
ト
上
で
は
じ
め
て
﹁
私
﹂
が
﹁
死
ぬ
つ
も
り
で
ゐ
る
﹂
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
冒
頭
付
近
で
︑﹁
私
﹂
が
﹁
関
个
原
あ
た
り
の

柿
の
新
芽
︑
遠
江
の
槇
垣
の
新
芽
︑
駿
河
の
茶
畑
の
新
芽
な
ど
﹂
を
﹁
一
心
に
見
入
つ
て
﹂
い
た
時
︑
寺
村
に
﹁
植
木
の
こ
と
を
考
へ
て
る
の
？
﹂

と
問
わ
れ
︑﹁
私
は
か
ぶ
り
を
振
つ
た
︒
そ
し
て
︑
と
つ
さ
に
︑
自
分
が
死
ぬ
つ
も
り
で
ゐ
る
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
︒﹂
と
語
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ

で
﹁
私
﹂
は
﹁
一
心
に
﹂
で
は
な
く
﹁
無
心
に
見
入
つ
て
ゐ
た
﹂
こ
と
に
気
づ
き
﹁
自
分
の
死
ぬ
つ
も
り
さ
へ
忘
れ
て
︑
新
芽
の
世
界
を
眺
め
て

ゐ
た
﹂
と
自
分
の
状
態
を
把
握
し
な
お
す
︒
そ
れ
を
受
け
て
﹁
自
分
が
死
ぬ
つ
も
り
で
ゐ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
み
る
と
︑
自
然
が
こ
ん
な
に
あ

ざ
や
か
に
見
え
る
の
は
︑
私
の
心
に
あ
る
死
の
せ
ゐ
か
も
し
れ
な
か
つ
た
︒﹂
と
自
己
を
分
析
し
て
い
る
︒﹁
忘
れ
て
﹂﹁
無
心
﹂
で
い
た
こ
と
こ

そ
が
︑
自
分
が
死
ぬ
つ
も
り
で
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
︑﹁
自
然
が
こ
ん
な
に
あ
ざ
や
か
に
見
え
る
﹂
と
い

う
こ
と
と
セ
ッ
ト
で
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
芥
川
龍
之
介
の
死
後
に
︑
芥
川
に
よ
る
﹁
自
然
の
美
し
い
の
は
︑
僕
の
末

期
の
目
に
映
る
か
ら
で
あ
る
︒﹂
と
い
う
言
葉
を
受
け
て
書
か
れ
た
随
筆
﹁
末
期
の
眼
﹂︵﹃
文
芸
﹄
一
九
三
三
・
一
二
︶
と
同
様
の
世
界
認
識
を

見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
か
つ
て
の
川
端
の
言
説
と
の
一
致
を
確
認
す
る
以
上
に
︑
こ
の
﹁
末
期
の
眼
﹂
的
世
界

認
識
が
序
盤
の
﹁
私
﹂
の
植
木
・
寺
村
と
の
心
的
距
離
を
規
定
し
て
い
く
と
い
う
テ
ク
ス
ト
内
の
機
能
と
し
て
よ
り
重
要
で
あ
る
︒
こ
の
時
の
寺

村
の
様
子
は
﹁
都
会
に
停
車
す
る
た
び
に
焼
跡
を
御
覧
に
な
つ
て
︑﹁
や
ら
れ
て
る
な
あ
︒
こ
こ
も
ひ
ど
い
な
あ
︒﹂
を
く
り
か
へ
し
て
い
ら
し

た
﹂
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
一
方
で
植
木
に
つ
い
て
は
出
撃
の
前
夜
＝
死
の
前
夜
に
﹁
星
が
出
て
る
な
あ
︒
こ
れ
が
星
の
見
納
め
だ
と

は
︑
ど
う
し
て
も
思
へ
ん
な
あ
︒﹂
と
言
っ
て
い
た
時
の
こ
と
が
回
想
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
発
言
を
﹁
私
﹂
は
﹁
星
の
見
納
め
だ
と
い
ふ
お
つ
し

や
り
方
に
は
︑
私
へ
の
愛
が
こ
も
つ
て
ゐ
た
と
思
へ
て
な
ら
な
い
︒﹂
と
植
木
の
愛
が
自
分
に
向
い
て
い
た
も
の
と
し
た
上
で
︑﹁
植
木
さ
ん
は
︑

確
か
に
明
日
死
ぬ
お
方
だ
つ
た
か
ら
︑
あ
の
五
月
の
星
空
は
き
つ
と
不
思
議
に
美
し
く
お
見
え
に
な
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
︒﹂
と

語
り
現
在
の
﹁
私
﹂
同
様
に
﹁
末
期
の
眼
﹂
的
な
認
識
を
し
て
い
た
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
く
︒
こ
の
回
想
を
受
け
て
﹁
私
﹂
は
次
の
よ
う

に
語
っ
て
い
る
︒

　

さ
う
い
ふ
日
々
が
あ
つ
た
の
で
︑
私
は
東
海
道
の
新
芽
の
あ
ざ
や
か
さ
も
︑
自
分
の
死
ぬ
つ
も
り
と
結
び
つ
け
る
の
か
も
し
れ
な
か
つ
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た
︒
／
自
然
よ
り
も
焼
跡
が
気
に
か
か
る
︑
寺
村
さ
ん
は
生
き
る
人
︑
自
然
に
目
を
ひ
か
れ
る
私
は
︑
死
ぬ
人
な
の
か
も
し
れ
な
か
つ
た
︒

　

焼
跡
と
い
う
人
が
生
き
る
た
め
に
造
り
だ
し
た
も
の
の
消
失
を
気
に
か
け
る
─
そ
れ
は
同
時
に
復
興
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
視
野
に
入
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
る
─
寺
村
と
︑﹁
自
然
﹂
に
目
を
ひ
か
れ
る
︑
す
な
わ
ち
﹁
末
期
の
眼
﹂
的
基
準
で
は
死
の
直
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
﹁
私
﹂

が
対
比
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
同
時
に
す
で
に
死
者
で
あ
る
植
木
と
﹁
私
﹂
と
の
近
さ
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る

だ
ろ
う
︒
テ
ク
ス
ト
初
期
段
階
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
植
木
へ
の
思
慕
ゆ
え
に
﹁
死
ぬ
つ
も
り
で
ゐ
る
﹂
こ
と
が
︑
さ
ら
に
そ
の
対
の
幻
想

を
強
化
し
て
い
く
﹁
私
﹂
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
︒

　

し
か
し
︑
植
木
へ
の
思
慕
を
再
生
産
・
強
化
し
て
い
く
基
点
で
あ
る
﹁
死
ぬ
つ
も
り
で
ゐ
る
﹂
と
い
う
こ
と
が
実
は
当
初
か
ら
の
思
い
で
は
な

い
の
は
︑
母
か
ら
寺
村
が
﹁
私
﹂
と
の
結
婚
の
意
志
を
示
し
た
こ
と
を
聞
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
︒
こ
の
時
の
﹁
植
木

さ
ん
の
た
め
に
死
ん
で
あ
げ
よ
う
︙
︒﹂
と
い
う
思
い
に
関
し
て
﹁
私
﹂
は
︑﹁
不
意
﹂﹁
そ
の
時
ま
で
考
へ
て
み
た
こ
と
も
な
か
つ
た
﹂﹁
ふ
と
し

た
こ
と
﹂
な
ど
︑
突
発
的
に
沸
き
起
こ
っ
た
気
持
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
︑
そ
の
事
態
を
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
︒

　

出
来
心
か
も
し
れ
な
い
︒
気
ま
ぐ
れ
か
も
し
れ
な
い
︒
娘
ら
し
い
感
傷
で
愛
と
死
と
の
幻
に
あ
ま
え
る
︙
︙
︒
／
あ
る
ひ
は
︑
私
の
う
ち

に
埋
も
れ
て
ゐ
た
深
い
悲
嘆
︑
鎖
さ
れ
て
ゐ
た
熱
い
思
慕
が
︑
寺
村
さ
ん
に
扉
を
開
か
れ
て
︑
ど
つ
と
あ
ふ
れ
出
た
の
だ
ら
う
か
︒
く
す
ぶ

つ
て
ゐ
た
胸
に
火
を
つ
け
ら
れ
て
︙
︒

　

こ
こ
で
は
い
く
つ
か
の
可
能
性
の
選
択
肢
を
提
示
し
つ
つ
分
析
を
試
み
て
い
る
が
︑
こ
の
段
階
で
は
結
論
は
出
さ
れ
て
い
な
い
︒
む
し
ろ
︑

﹁
気
ま
ぐ
れ
﹂
や
﹁
娘
ら
し
い
感
傷
﹂
の
よ
う
な
そ
の
場
で
生
起
し
た
浮
遊
し
た
感
情
な
の
か
︑﹁
く
す
ぶ
つ
て
ゐ
た
胸
に
火
を
つ
け
ら
れ
て
﹂
の

よ
う
に
以
前
か
ら
あ
っ
た
も
の
な
の
か
︑
両
者
の
意
味
付
け
に
迷
い
︑
引
き
裂
か
れ
て
い
る
︒

　

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
に
語
り
現
在
の
植
木
へ
の
思
慕
の
源
流
を
回
想
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
︑
寺
村
と
両
親
の
自
分
に
対
す
る
認
識
へ
の
疑

義
か
ら
で
あ
っ
た
︒﹁
若
い
男
の
方
と
二
人
の
旅
で
︑
私
が
割
と
落
ち
つ
い
て
見
え
る
の
を
︑
寺
村
さ
ん
は
ど
う
思
つ
て
お
い
で
な
の
だ
ら
う
か
︒﹂

﹁
私
の
家
で
︑
娘
一
人
を
よ
く
出
し
て
よ
こ
し
た
と
思
ふ
︒﹂
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
︑
客
観
的
に
当
時
の
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
見
た
時
に
︑
未
婚

の
女
性
で
あ
る
﹁
私
﹂
が
男
性
と
二
人
で
旅
を
し
て
い
る
と
い
う
異
常
事
態
に
あ
る
こ
と
に
思
い
至
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
展
開
さ
れ
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た
回
想
だ
っ
た
︒
寺
村
と
両
親
が
現
状
の
自
分
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
の
考
察
と
し
て
︑
植
木
へ
の
思
慕
の
問
題
が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ

ろ
う
︒

　

こ
の
よ
う
な
自
分
が
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
︑
そ
の
回
想
の
あ
と
で
寺
村
が
両
親
に
﹁
私
﹂
と
植
木
の
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
伝
え
て
い
る
の
か
あ
れ
こ
れ
推
測
す
る
中
で
よ
り
先
鋭
化
し
て
い
く
︒
こ
こ
で
﹁
私
﹂
は
﹁
ど
ち
ら
に
し
て
も
︑
私
の
両
親
に
と
つ
て
は
︑

死
ん
だ
植
木
さ
ん
よ
り
も
︑
生
き
て
娘
を
ほ
し
が
る
寺
村
さ
ん
が
︑
問
題
だ
つ
た
︒﹂﹁
あ
の
基
地
か
ら
帰
つ
て
後
の
私
の
処
置
に
︑
困
じ
果
て
て

ゐ
た
か
ら
な
の
だ
ろ
う
︒﹂
な
ど
と
自
ら
の
特
攻
基
地
体
験
が
適
齢
期
の
娘
の
結
婚
に
影
を
落
と
し
て
い
る
と
い
う
風
に
両
親
が
見
て
い
る
も
の

と
し
て
結
論
付
け
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
両
親
が
自
分
の
存
在
を
世
間
体
に
関
し
て
問
題
を
抱
え
て
い
る
存
在
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
背
景
に
は
︑
例
え
ば
寺
村
に
﹁
特
攻
隊
く
づ
れ
は
︑
復
員
兵
の
う
ち
で
最
も
凶
悪
で
す
か
ら
な
︒﹂
と
い
う
冗
談
交
じ

り
の
発
言
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
︑
発
表
当
時
の
元
特
攻
隊
員
へ
の
偏
見
も
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い11

︒﹁
特
攻
隊
く
づ
れ
﹂
が
︑
本
人
だ

け
で
な
く
︑
そ
の
関
係
者
に
も
あ
て
は
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
空
気
を
﹁
私
﹂
が
感
じ
取
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
︒

　

こ
の
気
づ
き
を
受
け
た
次
の
回
想
は
︑
基
地
か
ら
の
帰
還
後
の
こ
と
で
︑﹁
一
﹂
で
触
れ
た
沖
縄
戦
の
絶
望
は
こ
こ
で
両
親
に
話
し
て
い
る
︒

但
し
︑
こ
の
戦
争
末
期
の
最
前
線
の
様
子
を
実
感
を
も
っ
て
伝
え
て
い
る
描
写
さ
え
も
︑
テ
ク
ス
ト
上
で
は
﹁
植
木
さ
ん
の
戦
死
の
悲
し
み
を
︑

両
親
の
目
か
ら
ま
ぎ
ら
は
す
下
心
は
あ
つ
た
︒﹂
と
﹁
私
﹂
が
植
木
と
の
関
係
を
よ
り
深
い
も
の
と
し
て
創
り
上
げ
て
い
く
た
め
の
道
具
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
も
︑
こ
こ
で
重
要
な
の
は
死
の
う
と
考
え
た
瞬
間
と
し
て
い
た
寺
村
の
求
婚
を
又
聞
き
し
た
時
点
よ
り
も
前
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
︒

　

た
と
へ
ば
︑
植
木
さ
ん
が
星
の
見
納
め
の
時
︑
私
が
基
地
か
ら
家
へ
帰
り
着
い
た
時
︑
母
が
台
所
で
寺
村
さ
ん
の
意
向
を
告
げ
た
時
─

さ
う
い
ふ
な
に
か
の
︑
く
ぎ
り
の
た
び
︑
時
の
流
れ
の
波
頭
に
立
つ
た
び
に
︑
き
ま
つ
て
私
は
︑
こ
ん
な
に
植
木
さ
ん
を
思
つ
て
ゐ
た
の
か

し
ら
と
︑
驚
き
に
打
た
れ
る
︒
／
さ
う
し
て
︑
驚
き
の
た
び
に
︑
思
ひ
は
深
ま
つ
て
ゆ
く
や
う
だ
︒

　

こ
の
引
用
か
ら
は
︑
つ
い
前
ま
で
は
引
き
裂
か
れ
て
い
た
は
ず
の
﹁
私
﹂
の
植
木
へ
の
思
慕
の
発
生
時
点
が
﹁
星
の
見
納
め
の
時
﹂
よ
り
も
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
と
も
と
存
在
し
た
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
︑﹁
時
の
流
れ
の
波
頭
﹂
の
た
び
に
深
ま
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
固
定
化
さ
れ
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た
こ
と
が
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
︒
さ
ら
に
﹁
死
な
う
と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
来
た
後
に
も
︑
な
ほ
こ
の
思
ひ
は
︑
ど
れ
ほ
ど
深
ま
つ
て
ゆ
く
も
の

だ
ら
う
か
︒﹂
と
︑
思
慕
の
延
長
線
上
に
﹁
死
な
う
﹂
と
い
う
考
え
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
な
形
で
規
定
し
︑
そ
れ
が
今
後
思
慕
を
よ
り
深

め
て
行
く
こ
と
に
な
る
こ
と
を
予
感
し
て
い
る
︒
し
か
も
︑
こ
の
自
己
に
つ
い
て
の
現
状
認
識
を
﹁
ど
こ
か
大
胆
で
自
由
な
世
界
へ
出
た
や
う
だ

つ
た
︒﹂
と
自
分
を
﹁
自
由
﹂
に
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
死
と
は
こ
の
世
界
と
の
縁
が
断
た
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
先
ほ
ど
見
た
両

親
に
よ
る
世
間
体
が
ら
み
の
様
々
な
し
が
ら
み
な
ど
か
ら
も
︑
自
分
が
ま
も
な
く
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
担
保
に
し
て
︑
束
の
間
の
﹁
自
由
﹂
を
手

に
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

四

　

し
か
し
︑
死
ぬ
こ
と
ま
で
考
え
て
い
る
植
木
へ
の
思
慕
と
そ
れ
に
と
も
な
う
﹁
自
由
﹂
は
︑
植
木
の
母
と
の
対
面
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
崩
れ
る
こ

と
に
な
る
︒

　

寺
村
さ
ん
は
行
く
み
ち
︑
／
﹁
植
木
の
お
ふ
く
ろ
︑
一
生
あ
い
さ
つ
ば
か
り
し
て
暮
ら
し
て
い
る
や
う
な
︑
植
木
夫
人
だ
と
参
つ
ち
や
ふ

ね
︒﹂
と
︑
お
つ
し
や
つ
て
い
た
が
︑
そ
ん
な
方
で
は
な
か
つ
た
が
︑
私
た
ち
が
期
待
し
て
ゐ
た
ほ
ど
︑
お
母
さ
ま
は
お
心
を
開
い
て
は
下

さ
ら
な
か
つ
た
︒
／
敗
戦
の
今
日
で
は
︑
特
攻
隊
員
を
出
し
た
な
ど
は
︑
前
科
者
の
家
の
や
う
に
︑
世
間
を
は
ば
か
つ
て
︑
迂
闊
に
も
の
を

お
つ
し
や
れ
な
い
の
だ
ら
う
か
︒
あ
あ
い
ふ
も
の
が
世
に
あ
つ
た
こ
と
を
思
ひ
出
し
た
く
も
な
い
と
い
ふ
風
な
の
だ
ら
う
か
︒
／
さ
う
で
は

な
い
︒
そ
れ
よ
り
も
︑
私
と
い
ふ
女
に
警
戒
な
さ
つ
た
の
だ
︒

　

こ
こ
で
植
木
の
母
が
心
を
開
か
な
か
っ
た
こ
と
は
︑﹁
ほ
ど
ほ
ど
に
お
暇
す
る
と
︑
私
は
み
じ
め
に
し
ん
よ
ん
ぼ
り
し
た
︒﹂
な
ど
と
あ
る
よ
う

に
︑
想
像
以
上
に
﹁
私
﹂
の
ダ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
︒
ゆ
え
に
そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
﹁
特
攻
隊
員
を
出
し
た
な
ど
は
︑
前
科
者
の
家
の
や
う

に
︑
世
間
を
は
ば
か
つ
て
﹂
な
ど
と
当
時
の
潮
流
に
お
け
る
一
般
論
に
流
し
込
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
自
ら
を
ご
ま
か
す
こ
と
も
で

き
ず
︑﹁
さ
う
で
は
な
い
︒
そ
れ
よ
り
も
︑
私
と
い
ふ
女
に
警
戒
な
さ
つ
た
の
だ
︒﹂
と
︑﹁
私
﹂
は
自
身
の
あ
り
方
の
問
題
と
し
て
解
釈
し
︑
引

き
受
け
て
行
く
︒
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こ
こ
で
﹁
私
﹂
は
植
木
の
母
の
態
度
の
原
因
を
︑
寺
村
が
﹁
不
用
意
﹂
に
植
木
と
﹁
私
﹂
が
互
い
に
﹁
愛
し
て
ゐ
た
﹂
と
言
っ
た
こ
と
に
求
め

て
い
る
の
だ
が
︑
む
し
ろ
こ
の
寺
村
の
言
動
は
実
は
直
接
﹁
私
﹂
に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
︒

　

植
木
さ
ん
と
私
と
は
︑
お
互
ひ
に
愛
し
て
ゐ
た
と
︑
寺
村
さ
ん
は
お
つ
し
や
つ
た
け
れ
ど
︑
ほ
ん
た
う
に
確
か
な
こ
と
な
の
だ
ら
う
か
︒

御
遺
族
の
お
宅
へ
持
ち
出
せ
る
ほ
ど
の
事
実
だ
つ
た
の
だ
ら
う
か
︒
／
︵
略
︶
／
愛
は
あ
か
ら
さ
ま
な
言
葉
に
出
す
べ
き
も
の
な
の
だ
ら
う

か
︒
／
寺
村
さ
ん
に
よ
つ
て
︑
私
の
思
ひ
は
初
め
て
言
葉
と
い
ふ
も
の
に
現
れ
た
︒
人
前
に
さ
ら
さ
れ
た
︒
日
の
目
を
見
た
︒
第
三
者
を
入

れ
て
︑
現
実
の
問
題
と
な
つ
た
︒

　
﹁
私
﹂
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
︑
植
木
の
思
慕
に
関
わ
る
事
項
が
﹁
第
三
者
﹂
に
よ
っ
て
﹁
現
実
の
問
題
﹂
と
し
て
﹁
言
葉
と
い

ふ
も
の
に
現
れ
た
﹂
こ
と
で
あ
る
︒﹁
私
﹂
は
植
木
と
の
愛
に
つ
い
て
﹁
ほ
ん
た
う
に
確
か
な
こ
と
な
の
だ
ら
う
か
︒﹂
と
揺
ら
が
さ
れ
て
い
る
︒

こ
こ
で
の
揺
れ
は
︑﹁
死
ぬ
つ
も
り
﹂
を
担
保
に
し
た
﹁
私
﹂
の
対
幻
想
と
束
の
間
の
﹁
自
由
﹂
が
︑
そ
の
原
点
と
な
る
植
木
と
の
﹁
愛
﹂
の
あ

り
方
に
関
す
る
﹁
現
実
﹂
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
危
機
を
迎
え
た
故
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
︑
現
実
が
つ

き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
幻
想
が
危
機
を
迎
え
る
と
い
う
の
は
︑
例
え
ば
近
い
時
期
で
あ
れ
ば
﹁﹁
住
吉
﹂
三
部
作
﹂︵﹁
反
橋
﹂︵﹃
別
冊
風
雪
﹄

一
九
四
八
・
一
︑
初
出
題
﹁
手
紙
﹂︶︑﹁
し
ぐ
れ
﹂︵﹃
文
芸
往
来
﹄
一
九
四
九
・
一
︶︑﹁
住
吉
﹂︵﹃
個
性
﹄
一
九
四
九
・
四
︑
初
出
題
﹁
住
吉
物

語
﹂︶︶
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
川
端
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
の
特
徴
で
も
あ
る12

︒

　

こ
の
出
来
事
は
︑﹁
私
﹂
自
身
と
﹁
私
﹂
に
よ
る
植
木
と
の
関
係
性
の
認
識
の
両
面
に
わ
た
っ
て
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
︒
前
者
で
い

え
ば
︑
植
木
の
家
を
あ
と
に
し
た
際
に
﹁
私
は
電
車
の
な
か
の
人
に
目
を
移
し
た
︒﹂﹁
私
は
き
も
の
の
魔
術
に
心
を
と
ら
れ
た
︒﹂
と
い
っ
た
よ

う
に
︑
人
や
服
装
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
﹁
自
然
﹂
で
は
な
い
も
の
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒﹁
私
﹂
か
ら
﹁
死
ぬ
つ

も
り
﹂
の
影
が
消
え
始
め
て
い
る
︒
後
者
に
関
し
て
は
︑
直
後
に
導
か
れ
る
﹁
生
命
の
樹
﹂
で
最
も
言
及
さ
れ
イ
ン
パ
ク
ト
も
強
い
植
木
の
最
後

の
夜
の
回
想
に
か
か
わ
っ
て
い
る
︒
こ
の
回
想
は
︑
出
撃
前
夜
に
寺
村
ら
に
連
れ
ら
れ
て
娼
家
に
向
か
う
植
木
が
﹁
私
﹂
に
声
を
か
け
て
連
れ
て

行
っ
た
が
︑
結
局
二
人
の
間
に
は
何
も
な
く
純
潔
の
ま
ま
戻
っ
て
き
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
︑
二
人
で
星
を
見
た
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
︒
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
自
体
が
そ
れ
な
り
の
字
数
を
か
け
て
語
ら
れ
て
い
て
興
味
深
い
点
も
あ
る
の
だ
が
︑
こ
こ
で
は
回
想
の
入
り
に
お
い
て
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﹁
私
﹂
が
植
木
と
の
関
係
を
再
確
認
し
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
︒
こ
の
入
り
の
一
言
目
は
﹁
私
は
植
木
さ
ん
と
︑
お
な
じ
み
と
言
へ
る
ほ
ど
の

お
つ
き
あ
ひ
も
な
か
つ
た
︒
あ
る
べ
き
道
理
も
機
会
も
な
か
つ
た
︒﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
あ
る
べ
き
道
理
﹂
と
は
︑﹁
昨
日
の
隊
員
は

今
日
基
地
か
ら
消
え
﹂
と
い
う
当
時
の
状
況
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
植
木
と
の
深
い
結
び
つ
き
が
前
提
条
件
と
し
て
自
明
視

し
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
︑
こ
の
先
の
﹁
ほ
ん
た
う
に
短
い
御
縁
だ
つ
た
が
︑
植
木
さ
ん
の
命
は
︑
こ
の
基
地
で
は
ほ
ん
た
う
に
お

長
い
方
だ
つ
た
︒﹂
と
い
う
言
葉
も
含
め
︑
二
人
の
距
離
感
を
後
退
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
ひ
と
月
程
度
の
基

地
体
験
︑
し
か
も
次
か
ら
次
へ
と
隊
員
が
死
ん
で
い
く
状
況
の
中
で
︑
植
木
と
は
若
干
つ
き
あ
い
が
長
い
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
確
認
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
そ
の
後
の
植
木
へ
の
思
慕
の
深
ま
り
の
原
点
が
︑
元
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
出
来
事
の
強
烈
な
印
象
ゆ
え

で
あ
っ
た
と
再
規
定
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

　

そ
の
意
味
で
︑
娼
家
に
﹁
私
﹂
と
い
う
素
人
を
伴
う
と
い
う
奇
怪
な
行
動
を
と
っ
た
植
木
を
﹁
潔
白
で
は
な
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
︒﹂
と
し

つ
つ
︑
そ
の
誘
惑
か
ら
反
省
・
躊
躇
・
困
惑
な
ど
様
々
な
心
の
揺
れ
を
想
像
し
つ
つ
語
る
︑
末
尾
付
近
の
次
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
﹁
私
﹂
に
よ

る
植
木
と
の
関
係
性
に
関
わ
る
認
識
の
行
き
着
い
た
先
と
し
て
象
徴
的
で
あ
る
︒

　

あ
れ
は
︑
植
木
さ
ん
の
お
心
の
突
発
事
件
だ
つ
た
︒
前
後
の
お
考
へ
は
な
か
つ
た
︒
そ
れ
で
な
ほ
︑
私
は
あ
り
が
た
い
︒
愛
の
噴
火
と
し

て
お
か
う
︒
／
私
に
だ
つ
て
︑
そ
の
後
︑
基
地
の
星
の
下
で
も
︑
近
江
の
家
の
台
所
で
も
︑
こ
ん
な
噴
火
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
︒
私
を

さ
し
あ
げ
て
い
い
と
思
つ
た
り
︑
死
な
う
と
思
つ
た
り
︙
︒

　

植
木
の
﹁
私
﹂
へ
向
か
う
気
持
ち
も
︑﹁
私
﹂
を
﹁
死
ぬ
つ
も
り
﹂
に
ま
で
至
ら
せ
た
対
幻
想
の
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
﹁
時
の
流
れ
の
波
頭
﹂

と
さ
れ
て
い
た
出
来
事
た
ち
も
︑
こ
こ
で
は
﹁
噴
火
﹂
と
い
う
比
喩
で
語
ら
れ
て
い
る
︒
噴
火
と
は
永
続
性
の
あ
る
も
の
で
な
く
︑
一
時
的
で
突

発
的
な
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
露
で
あ
る
の
で
︑﹁
私
﹂
に
よ
る
植
木
と
の
対
幻
想
が
自
ら
を
と
り
ま
く
状
況
の
中
で
一
時
的
に
爆
発
的
に
燃
え

上
が
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
確
認
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
序
盤
に
見
ら
れ
た
植
木
へ
の
思
慕
に
ま
つ
わ
る

様
々
な
思
い
が
︑
幾
ら
か
思
い
入
れ
の
あ
る
戦
死
者
に
対
す
る
追
悼
的
な
︑
時
代
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
強
迫
観
念
か
ら
来
る
も
の
に
過
ぎ
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
る
み
に
す
る
だ
ろ
う
︒
少
な
く
と
も
﹁
私
﹂
は
植
木
に
ま
つ
わ
る
死
に
至
る
呪
縛
か
ら
は
解
放
さ
れ
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て
い
る
︒
但
し
︑
一
方
で
は
死
を
担
保
と
し
た
束
の
間
の
﹁
自
由
﹂
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
両
親
を
は
じ
め
と
し
た
世
間
か
ら
の
し
が
ら
み

は
残
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
︑
敗
戦
直
後
と
い
う
あ
る
種
の
混
乱
の
中
で
揺
れ
動
い
た
﹁
私
﹂
の
主
体
が
︑
社
会
規
範
と
し
て
の
世
間
の
中
に

︵
再
︶
回
収
さ
れ
て
い
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
︒

五

　
﹁
二
﹂
で
も
触
れ
た
﹃
婦
人
文
庫
﹄
一
巻
二
号
の
座
談
会
﹁
結
婚
と
道
徳
に
つ
い
て
﹂
は
︑﹁
最
近
の
若
い
女
性
が
非
常
に
道
徳
的
に
混
乱
状
態

に
陥
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
一
般
に
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
が
﹂︵
記
者
︶
と
い
う
問
題
意
識
︑
そ
し
て
そ
の
道
徳
的
頽
廃
は
戦
争
の
後
に

何
処
で
も
あ
る
こ
と
︵
今
日
出
海
︶
と
言
う
認
識
の
な
か
で
︑﹁
結
婚
を
考
へ
て
ゐ
な
い
﹂
若
い
娘
が
出
て
来
て
い
る
と
い
う
問
題
や
男
女
同
権

と
家
族
制
度
に
関
し
て
な
ど
が
話
題
と
な
っ
て
い
る
が
︑﹁
未
亡
人
﹂
の
問
題
も
一
つ
の
議
題
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
﹁
二
十
前
後
の
未
亡

人
が
非
常
に
多
い
﹂︵
河
盛
好
藏
︶
と
い
わ
ゆ
る
﹁
戦
争
未
亡
人
﹂
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
︑
ま
さ
に
そ
れ
は
年
齢
的
に
は
想
定
さ
れ
て

い
る
﹃
婦
人
文
庫
﹄
の
読
者
層
で
あ
り
︑
川
端
が
活
躍
し
た
時
期
の
﹃
少
女
の
友
﹄
読
者
の
そ
の
後
の
姿
の
一
つ
の
形
で
あ
る
だ
ろ
う
︒
こ
の

時
︑
戦
死
し
た
植
木
を
慕
い
殉
ず
る
つ
も
り
に
ま
で
思
い
つ
め
た
﹁
私
﹂
は
︑﹁
生
命
の
樹
﹂
が
﹃
婦
人
文
庫
﹄
と
言
う
場
で
掲
載
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
視
野
に
入
れ
た
時
に
︑
疑
似
的
な
﹁
未
亡
人
﹂
と
し
て
見
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
ま
で
い
か
な
く
と
も
︑
戦
争
を
経

て
多
か
れ
少
な
か
れ
自
己
の
あ
り
方
に
問
題
を
抱
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
読
者
層
の
一
つ
の
モ
デ
ル
で
は
あ
る
だ
ろ
う
︒
今
日
出
海
は
当
時
の
﹁
未

亡
人
﹂
に
関
し
て
﹁
何
か
よ
ほ
ど
未
亡
人
と
い
ふ
も
の
は
︑
社
会
の
目
に
束
縛
さ
れ
る
と
か
︑
さ
う
い
ふ
も
の
に
気
を
奪
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
多

い
ん
ぢ
や
な
い
で
す
か
ね
︒
未
亡
人
が
か
う
い
ふ
こ
と
を
し
て
は
い
か
ん
と
か
ね
︒
余
り
楽
し
ん
で
は
具
合
が
悪
い
だ
ら
う
と
か
︒
さ
う
い
ふ
妙

な
社
会
の
圧
迫
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
︑
─
社
会
の
少
な
く
と
も
眼
と
い
ふ
も
の
を
感
じ
て
︑
窮
屈
に
な
つ
て
る
だ
ら
う
と
思
ふ
ね
︒﹂
と
し

て
い
る
が
︑
両
親
の
規
範
的
な
視
線
を
感
じ
な
が
ら
植
木
と
の
関
係
性
の
捕
捉
に
迷
走
し
つ
づ
け
た
﹁
私
﹂
の
姿
は
︑
若
い
﹁
戦
争
未
亡
人
﹂
と

重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
︒

　

で
は
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
私
﹂
の
行
方
は
ど
う
予
感
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
最
後
に
テ
ク
ス
ト
末
尾
を
見
て
お
こ
う
︒
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﹁
啓
子
さ
ん
︑
啓
子
さ
ん
︒﹂
と
寺
村
さ
ん
の
お
声
が
呼
び
さ
ま
し
た
︒
／
﹁
あ
の
木
を
み
ろ
よ
︒﹂
／
﹁
ど
の
木
︙
？
﹂
／
﹁
焼
け
た
木

に
︑
芽
を
吹
い
て
る
︒﹂
／
﹁
あ
あ
︑
あ
れ
︙
︑
ほ
ん
た
う
︒﹂
／
街
路
樹
だ
つ
た
︒
枝
は
こ
と
ご
と
く
焼
け
折
れ
て
︑
炭
の
槍
の
や
う
に
尖

つ
た
︑
そ
の
幹
か
ら
︑
若
葉
が
噴
き
出
し
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
︒
若
葉
は
ぎ
つ
し
り
︑
重
な
り
合
ひ
︑
押
し
合
ひ
︑
伸
び
を
争
ひ
︑
盛
り
上
つ

て
︑
力
あ
ふ
れ
て
ゐ
た
︒
／
篠
懸
か
銀
杏
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
さ
う
い
ふ
木
々
が
整
列
し
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
︒
ど
こ
か
は
わ
か
ら
な
い
︒
広

い
舗
装
道
路
が
︑
真
直
ぐ
に
通
じ
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
︒
焼
け
た
だ
れ
た
街
に
︑
自
然
の
生
命
の
噴
火
だ
つ
た
︒
／
﹁
御
使
ま
た
水
晶
の
ご
と

く
透
通
れ
生
命
の
水
の
河
を
我
に
見
せ
た
り
︒
︙
都
の
大
路
の
真
中
を
流
る
︒
河
の
左
右
に
生
命
の
樹
あ
り
て
︙
そ
の
樹
の
葉
は
諸
国
の
民

を
癒
す
な
り
︒
︙
﹂
／
ヨ
ハ
ネ
黙
示
録
の
一
節
が
︑
私
の
心
に
浮
ん
で
︑
真
直
ぐ
な
道
路
は
︑
そ
の
河
の
や
う
に
見
え
た
︒
／
﹁
我
ま
た
新

し
き
天
と
新
し
き
地
と
を
見
た
り
︒
こ
れ
前
の
天
と
前
の
地
と
は
過
ぎ
去
り
︑
海
も
亦
な
き
な
り
︒﹂
／
本
郷
に
あ
る
︑
寺
村
さ
ん
の
お
友

だ
ち
の
お
う
ち
へ
︑
私
た
ち
は
帰
る
の
だ
つ
た
︒

　
﹁
焼
け
た
だ
れ
た
街
﹂
に
お
い
て
焼
け
た
木
か
ら
芽
吹
い
て
い
る
様
子
を
﹁
自
然
の
命
の
噴
火
﹂
と
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
反
復
さ
れ
た
﹁
噴

火
﹂
の
語
は
強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
露
と
い
う
側
面
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
静
的
な
も
の
と
し
て
の
﹁
自
然
﹂
を
眺
め
て
い
た
﹁
末
期
の
眼
﹂

的
な
視
点
と
は
対
照
的
に
︑
新
芽
と
い
う
生
れ
出
て
来
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
﹁
自
然
﹂
に
焦
点
を
当
て
て
い
て
︑
こ
こ
で
も
﹁
私
﹂
の
認
識

の
変
化
が
確
認
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
舗
装
道
路
を
﹁
都
の
大
路
の
真
ん
中
を
流
る
﹂
河
に
︑
芽
吹
い
た
街
路
樹
を
﹁
生
命
の
樹
﹂
に
と
︑﹁
ヨ
ハ

ネ
黙
示
録
﹂
に
あ
る
風
景
に
見
立
て
て
幻
想
を
作
り
上
げ
て
い
る
︒
こ
こ
で
聖
書
が
登
場
す
る
こ
と
を
キ
リ
ス
ト
教
と
結
び
つ
け
る
論
も
あ
る

が13

︑
テ
ク
ス
ト
上
の
機
能
と
し
て
は
恐
ら
く
﹁
私
﹂
が
ミ
ッ
シ
ョ
ン
系
の
女
学
校
を
卒
業
し
て
い
て
︑
女
学
校
の
時
代
の
教
養
が
呼
び
起
さ
れ

た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
生
命
の
樹
の
幻
想
か
ら
導
か
れ
る
言
葉
の
う
ち
︑
こ
こ
で
意
味
を
帯
び
て
く
る
の
は
︑﹁
そ
の
樹
の
葉
は
諸

国
の
民
を
医い

や

す
な
り
︒﹂
や
﹁
新
し
き
天
と
新
し
き
地
を
見
た
り
︒﹂
と
い
っ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
︒
通
俗
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
︑﹁
私
﹂
の
幻
想

の
対
象
が
過
去
か
ら
未
来
へ
と
移
り
︑
幻
想
の
中
に
戦
争
に
疲
弊
し
た
人
々
へ
の
い
や
し
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
こ
に
は

﹁
僕
は
生
き
て
ゐ
る
方
に
味
方
す
る
よ
︒﹂
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
﹁
生
き
て
ゐ
る
方
に
﹂︵﹃
旬
刊　

ニ
ュ
ー
ス
﹄
新
年
増
刊
号
︑
一
九
四
九
・

一
・
一
︶
へ
の
接
続
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
る
が
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
未
来
志
向
﹂
的
な
過
去
へ
の
反
省
を
置
き
去
り
に
し
た
ま
ま
の
言
説
に
つ
な
が
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る
危
険
性
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
ま
た
こ
の
幻
想
が
︑
右
に
述
べ
た
よ
う
に
女
学
校
時
代
の
教
養
か
ら
来
て
い
る
こ

と
も
重
要
で
あ
ろ
う
︒
植
木
に
ま
つ
わ
る
過
去
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
︑
未
来
を
想
像
す
る
よ
う
に
な
っ
た
﹁
私
﹂
の
立
つ
位
置
は
さ
ら
に
過
去

の
女
学
校
時
代
へ
の
回
帰
と
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
を
﹁
未
亡
人
﹂
を
含
む
か
つ
て
の
﹃
少
女
の
友
﹄
読

者
に
敷
衍
し
て
み
る
と
︑
一
九
四
〇
年
あ
た
り
か
ら
敗
戦
ま
で
の
歴
史
を
空
白
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
い
ま
﹂
を
生
き
る
存
在
と
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
が
︑
そ
の
空
白
期
は
時
代
の
空
気
の
中
で
発
表
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
中
原
淳
一
の
空
白
期
で
も
あ
っ
た
︒
で
あ
れ
ば
︑
こ
の
テ

ク
ス
ト
は
き
ら
び
や
か
で
あ
っ
た
頃
の
﹃
少
女
の
友
﹄
へ
の
回
帰
を
以
っ
て
︑
か
つ
て
の
少
女
た
ち
に
﹁
前
を
向
く
﹂
よ
う
に
促
し
て
い
る
と
も

言
え
そ
う
で
あ
る
︒

　
﹁
生
命
の
樹
﹂
は
﹁
私
た
ち
は
帰
る
の
だ
つ
た
﹂
と
閉
じ
ら
れ
る
︒
長
濵
拓
磨
は
﹁
私
た
ち
﹂﹁
帰
る
﹂
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
﹁
私
﹂
と
寺

村
に
﹁
一
層
強
い
結
び
つ
き
を
予
感
さ
せ
る14

﹂
と
し
て
い
る
が
︑
生
命
の
樹
と
見
立
て
る
幻
想
が
寺
村
の
指
摘
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
含

め
︑
最
終
段
階
に
お
い
て
二
人
の
距
離
が
か
な
り
近
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
寺
村
と
の
結
婚
を
予
感
さ
せ
る
と
考
え
て
も
大
き
な

間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
も
し
結
婚
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
最
も
わ
か
り
や
す
く
世
間
体
な
ど
か
ら
く
る
﹁
社
会
の
圧
迫
み
た
い
な
も
の
﹂

か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
は
な
る
︒
川
端
も
先
に
見
た
座
談
会
で
﹁
結
婚
を
考
へ
得
な
い
お
嬢
さ
ん
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
も
敗
戦
の
打
撃
の
一
つ
で

す
ね
︒﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
さ
ら
に
﹁
未
亡
人
﹂
の
結
婚
も
視
野
に
入
れ
る
よ
う
な
発
言
も
見
ら
れ
︑
敗
戦
後
に
疲
弊
し
た
女
性
を
い
や
す
解
決

を
結
婚
に
求
め
て
い
る
節
が
み
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
戦
前
か
ら
続
く
強
固
な
社
会
規
範
に
収
ま
る
こ
と
で
あ
り
︑
死
へ
の
幻
想
か
ら
一
時

的
に
で
も
﹁
私
﹂
が
感
じ
た
よ
う
な
﹁
自
由
﹂
は
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
意
味
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
示
す
解
決
は
対
処
療
法
的
な
も
の
で
し
か

な
い
︒

　

彼
女
ら
の
戦
後
に
お
け
る
﹁
自
由
﹂
の
問
題
は
今
で
も
問
題
を
抱
え
る
非
常
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
︑
本
稿
の
手
に
負
え
る
範
囲
を
は
る
か

に
超
え
て
い
る
︒
ま
た
川
端
の
作
家
論
的
な
問
題
に
関
し
て
も
︑﹁
敗
戦
後
の
私
は
日
本
古
来
の
悲
し
み
の
中
に
帰
つ
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
る
﹂

︵﹁
哀
愁
﹂︵﹃
社
会
﹄
一
九
四
七
・
一
〇
︶︶
と
い
う
発
言
の
見
ら
れ
る
よ
う
な
時
期
に
︑
限
定
的
で
あ
れ
時
間
軸
と
し
て
の
未
来
の
側
︑
つ
ま
り

﹁
い
ま
﹂
不
確
定
で
あ
る
も
の
に
目
を
向
け
る
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
も
い
る
テ
ク
ス
ト
を
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
︑
語
り
の
性
別



─ 251─

や
発
表
媒
体
の
位
相
の
問
題
に
注
意
し
つ
つ
も
︑
考
え
て
行
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
少
な
く
と
も
﹁
生
命
の
樹
﹂
と
い
う
小

説
の
一
部
の
記
述
を
川
端
の
戦
争
観
と
い
っ
た
も
の
と
短
絡
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
︒

註1 

本
多
秋
五
﹃
物
語　

戦
後
文
学
史
﹄︵
新
潮
社
︑
一
九
六
六
・
三
︑
引
用
は
岩
波
現
代
文
庫
︵
二
〇
〇
五
・
八
︶
に
よ
っ
た
︶

2 

﹁
生
命
の
樹
﹂
に
関
し
て
本
稿
で
は
初
出
を
本
文
と
し
て
分
析
を
進
め
て
行
く
︒
な
お
︑
十
重
田
裕
一
に
よ
っ
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
に
よ
る
検
閲
に

よ
り
削
除
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
︵﹁
内
務
省
と
Ｇ
Ｈ
Ｑ
／
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｐ
の
検
閲
と
文
学
─
一
九
二
〇
─
一
九
四
〇
年

代
の
メ
デ
ィ
ア
規
制
と
表
現
の
葛
藤
﹂︵
鈴
木
登
美
・
十
重
田
裕
一
・
堀
ひ
か
り
・
宗
像
和
重
編
﹃
検
閲
・
メ
デ
ィ
ア
・
文
学
─
江
戸
か
ら
戦
後
ま

で
﹄
新
曜
社
︑
二
〇
一
二
・
三
︶︶︑
読
者
に
つ
い
て
も
視
野
に
入
れ
た
本
稿
で
は
︑
人
の
目
に
触
れ
え
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
り
︑
考
察

の
対
象
と
は
し
な
い
︒

3 

長
濵
拓
磨
﹁
川
端
康
成
﹁
生
命
の
樹
﹂
論
─
戦
後
文
学
と
聖
書
﹂︵﹃
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
﹄
二
〇
一
二
・
五
︶

4 

李
聖
傑
﹁
川
端
康
成
に
お
け
る
戦
争
体
験
に
つ
い
て
─
﹁
敗
戦
の
こ
ろ
﹂
を
手
が
か
り
に
─
﹂︵﹃
ソ
シ
オ
サ
イ
エ
ン
ス
﹄
二
〇
一
〇
・
三
︶

5 

同
４

6 

川
島
至
﹃
川
端
康
成
の
世
界
﹄︵
講
談
社
︑
一
九
六
九
・
一
〇
︶

7 

長
谷
川
泉
﹁﹁
生
命
の
樹
﹂
と
戦
争
﹂︵﹃
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
八
一
・
四
︶

8 

仁
平
政
人
は
従
来
の
研
究
に
﹁
戦
前
と
戦
後
の
間
の
切
断
を
自
明
化
し
︑
戦
後
の
川
端
文
学
の
特
質
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
思
考
﹂︵﹃
川
端
康
成
の
方

法
─
二
〇
世
紀
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
﹁
日
本
﹂
言
説
の
構
成
─
﹄︵
東
北
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
一
・
九
︶︶
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
︒

9 

こ
の
点
に
関
し
て
は
拙
論
﹁
単
行
本
﹃
哀
愁
﹄
の
構
造
─
川
端
康
成
の
戦
前
／
戦
後
再
考
に
む
け
て
﹂︵﹃
川
端
文
学
へ
の
視
界
﹄
二
〇
一
四
・
六
︶︑

﹁
単
行
本
﹃
哀
愁
﹄
の
追
悼
テ
ク
ス
ト
群
─
︵
続
︶
川
端
康
成
の
戦
前
／
戦
後
再
考
に
む
け
て
﹂︵﹃
川
端
文
学
へ
の
視
界
﹄
二
〇
一
五
・
六
︶
な
ど
参

照
︒
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10 

こ
の
点
に
関
し
て
は
拙
論
﹁﹃
少
女
の
友
﹄
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と
川
端
康
成
﹁
美
し
い
旅
﹂
─
︿
障
害
者
﹀
か
ら
︿
満
洲
﹀
へ
─
﹂︵﹃
日
本
近
代

文
学
﹄
二
〇
〇
九
・
五
︶
を
参
照
︒

11 
﹁
軍
神
﹂
か
ら
﹁
特
攻
く
ず
れ
﹂
へ
と
価
値
が
転
換
さ
れ
た
元
特
攻
隊
員
や
周
辺
の
女
性
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
時
野
谷
ゆ
り
﹁
坂
口
安
吾
﹁
決
闘
﹂

論
─
戦
後
の
﹁
特
攻
隊
﹂
表
象
の
中
で
─
﹂︵﹃
昭
和
文
学
研
究
﹄
二
〇
一
〇
・
九
︶
が
あ
る
︒

12 

こ
の
あ
た
り
に
関
し
て
は
︑
拙
論
﹁
上
書
き
さ
れ
た
﹁
三
部
作
﹂
─
川
端
康
成
﹁
隅
田
川
﹂
─
﹂︵﹃
三
田
国
文
﹄
二
〇
一
二
・
一
二
︶
を
参
照
︒

13 

キ
リ
ス
ト
教
に
注
目
し
た
論
文
と
し
て
は
長
濵
拓
磨
の
論
︵
同
３
︶
の
他
に
︑
武
田
勝
彦
﹁
川
端
康
成
と
聖
書
─
﹁
生
命
の
樹
﹂
を
中
心
と
し
て

─
﹂︵﹃
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
六
九
・
九
︶
が
あ
る
︒

14 

同
３


