
【
１
】
は
じ
め
に

本
稿
は
、
平
成
十
七
年
度
刊
行
学
校
図
書
株
式
会
社
『
中
学
校
国
語
２
』
に

新
教
材
と
し
て
採
録
さ
れ
た
田
口
ラ
ン
デ
ィ
著
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
を
取

り
上
げ
、
学
習
者
（
中
学
２
年
生
）
の
抱
え
る
問
題
と
本
教
材
テ
キ
ス
ト
と
の

接
点
を
に
ら
み
つ
つ
、
テ
キ
ス
ト
の
問
い
掛
け
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
学
習

者
が
引
き
受
け
自
ら
も
応
答
し
よ
う
と
す
る
学
習
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

『
中
学
校
国
語
２
』
採
録
の
田
口
ラ
ン
デ
ィ
著
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の

本
文
は
、『
そ
の
夜
、
ぼ
く
は
奇
跡
を
祈
っ
た
』（
二
〇
〇
一
年
・
大
和
出
版
）

所
収
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
抄
録
で
、「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
初
出
は

幻
冬
舎
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
ｗ
ｅ
ｂ
マ
ガ
ジ
ン
幻
冬
舎
」
で
あ
る
。
ま
た
、
学
校

図
書
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
す
る
と
「
書
籍
に
掲
載
す
る
際
に
加
筆
さ
れ
て
お

り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
と
は
異
同
が
あ
る
。
ま
た
教
科
書
掲
載
に
当
た
り
作

者
自
身
に
よ
る
加
筆
訂
正
が
あ
る

（
※
注
１
）」

と
あ
る
。
さ
ら
に
本
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
作

品
紹
介
」
に
よ
る
と
、「
現
代
社
会
が
求
め
る
消
費
者
と
し
て
は
、
も
は
や
存
在

で
き
な
い
人
た
ち
に
光
を
当
て
ま
す
。
ホ
ス
ピ
ス
で
安
ら
か
な
死
を
待
っ
て
い

る
人
た
ち
で
す
。
そ
の
人
た
ち
と
の
触
れ
合
い
は
、
消
費
に
追
わ
れ
て
暮
ら
し

て
い
る
私
た
ち
に
何
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
慰
問
の
演
奏
会
に
訪

れ
た
二
人
の
青
年
は
重
要
な
何
か
を
つ
か
み
ま
す
。

（
※
注
２
）」

と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
こ
の
教
材
テ
キ
ス
ト
に
入
る
直
前
の
学
習
者
の
姿
を
確
認
す
る
こ
と

で
、
本
教
材
と
学
習
者
と
の
接
点
を
は
か
っ
て
お
く
。

１
　
友
達
は
一
緒
に
い
て
楽
だ
と
思
え
る
存
在
。
／
私
は
あ
ま
り
悩
み
を
言
っ

た
り
し
な
い
し
、
悩
ん
で
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
深
く
入
り
込
ん
で
欲
し

く
な
い
。
他
に
も
色
々
あ
る
け
ど
、
そ
う
い
う
（
私
を
）
分
か
っ
て
く
れ

る
。
あ
と
は
、
趣
味
が
同
じ
だ
っ
た
り
、
会
話
が
弾
ん
だ
り
、
お
互
い
に

遠
慮
が
い
ら
な
い
の
は
、
と
て
も
楽
で
、
い
つ
も
の
ま
ま
の
自
分
で
い
ら

れ
る
。
最
初
は
、
と
に
か
く
話
し
て
、
相
手
の
こ
と
が
分
か
っ
た
ら
、
相

手
の
思
う
よ
う
な
友
人
で
い
た
い
と
思
う
。
お
互
い
楽
に
、
い
つ
も
の
ま

ま
で
い
ら
れ
る
な
ら
い
い
と
思
う
。（
中
２
・
女
子
）

２
　
い
つ
も
一
緒
に
い
て
く
れ
て
自
分
の
側
に
い
る
人
。
／
普
段
は
別
々
の
行

動
を
と
っ
て
い
る
け
ど
、
１
番
自
分
の
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
。
私
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が
思
う
に
、
友
人
と
い
る
時
間
は
、
と
て
も
大
事
な
も
の
で
、
自
分
が
１

番
落
ち
着
く
と
き
だ
と
思
う
。
／
自
分
が
自
然
で
い
ら
れ
る
関
係
が
私
の

友
人
観
だ
と
思
う
。
か
け
が
え
の
な
い
存
在
。
自
分
に
と
っ
て
必
要
な
存

在
。
い
な
く
な
る
と
私
は
と
て
も
不
安
に
な
る
。
そ
ん
な
意
味
を
持
つ
の

が
「
友
人
」
だ
と
思
う
。
…
（
後
略
）
…
。（
中
２
・
女
子
）

こ
れ
は
、
太
宰
　
治
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
学
習
を
通
じ
て
、
メ
ロ
ス
と
セ
リ

ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
友
人
関
係
の
在
り
方
に
違
和
感
を
抱
い
た
学
習
者
に
対
し
て
、

「
で
は
あ
な
た
た
ち
に
と
っ
て
友
人
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か
」
を

問
う
た
そ
の
応
答
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
用
例
１
、
２
の
傍
線
部
の
ご
と
く
、「
い

つ
も
の
ま
ま
の
自
分
で
い
ら
れ
る
」、「
自
分
が
自
然
で
い
ら
れ
る
」
友
人
関
係

が
「
楽
」
で
「
落
ち
着
く
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
か
か
る
語
り

口
は
他
の
学
習
者
に
も
散
見
さ
れ
る
が
、
ど
う
や
ら
学
習
者
は
友
人
と
の
関
わ

り
の
な
か
で
〈
自
分
ら
し
さ
〉
の
確
認
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
問
題
は
、

こ
う
し
た
語
り
口
に
見
え
る
波
線
部
の
よ
う
な
友
人
へ
の
要
求
の
言
葉
。
そ
れ

が
同
時
に
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。

例
え
ば
用
例
１
で
は
友
人
と
は
「
そ
う
い
う
」、
こ
れ
は
適
度
な
距
離
を
保

っ
て
付
き
合
い
た
い
〈
自
分
ら
し
さ
〉
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
ん
な
私
を
友
人

は
「
分
か
っ
て
く
れ
る
」
も
の
だ
と
す
る
言
葉
。
あ
る
い
は
友
人
と
は
「
１
番

自
分
の
こ
と
を
理
解
し
て
く
れ
る
人
」（
用
例
２
）
だ
と
す
る
言
葉
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
、〈
私
〉
を
〈
私
〉
と
見
て
欲
し
い
と
す
る
学
習
者
の
、
友

人
へ
の
切
実
な
要
望
が
看
取
さ
れ
る
が
、
一
方
で
こ
れ
は
身
勝
手
な
論
理
で
も

あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
学
習
者
に
と
っ
て
友
人
と
は
、
自
分
に
何
か
、
こ
の
何

か
と
は
〈
私
〉
を
固
有
な
〈
私
〉
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を

し
て
く
れ
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

〈
自
分
ら
し
さ
〉
の
確
認
の
場
と
し
て
友
人
関
係
を
語
ろ
う
と
す
る
学
習
者

が
、
一
方
で
他
者
に
対
し
て
自
分
勝
手
な
論
理
を
産
出
す
る
と
い
う
こ
と
。
そ

れ
が
用
例
１
、
２
に
は
窺
え
る
が
、
こ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、
こ
う
し
た
学
習
者
が
〈
自
分
ら
し
さ
〉
の
う
ま
く
機
能
し
な
い
よ
う
な
局

面
に
立
た
さ
れ
る
と
、
他
者
を
排
除
し
た
り
、
他
者
に
対
し
て
無
関
心
に
な
っ

た
り
、〈
自
分
ら
し
さ
〉
に
固
執
し
て
頑
固
に
な
っ
た
り
す
る
か
ら
で
あ
る
。

学
習
者
の
抱
え
る
問
題
と
は
以
上
の
ご
と
く
。
一
方
、「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕

事
」
は
、〈
自
分
ら
し
さ
〉
が
奪
わ
れ
た
人
間
を
取
り
上
げ
語
る
こ
と
で
、
学

習
者
が
内
面
化
し
て
も
い
る
〈
自
分
ら
し
さ
〉
な
る
も
の
を
問
い
掛
け
た
り
批

評
し
た
り
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
る
。
か
か
る
テ
キ
ス
ト
の
「
対
話
」
に
学

習
者
が
参
入
す
る
こ
と
で
、〈
自
分
ら
し
さ
〉
に
し
が
み
つ
き
凝
固
し
た
そ
れ

に
振
り
回
さ
れ
る
自
ら
の
存
在
の
仕
方
を
対
象
化
し
、
望
ま
し
い
個
の
在
り
方

を
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
学
習
空
間
を
ね
ら
い
と
し
て
本
教
材
を
用
い

た
学
習
を
構
想
し
た
。

こ
れ
が
学
習
者
と
本
教
材
テ
キ
ス
ト
と
の
接
点
で
あ
る
が
、
で
は
本
教
材
テ

キ
ス
ト
は
い
か
な
る
語
り
を
通
じ
て
、〈
自
分
ら
し
さ
〉
な
る
も
の
を
い
か
に

批
評
し
よ
う
と
す
る
の
か
。
次
に
確
認
す
る
の
は
そ
う
し
た
本
教
材
テ
キ
ス
ト

の
問
い
掛
け
の
実
際
で
あ
る
。

【
２
】「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
問
い
掛
け

「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
物
語
内
容
は
、
先
述
の
学
校
図
書
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
「
作
品
紹
介
」
か
ら
の
引
用
の
通
り
、「
マ
イ
ナ
ー
」
な
「
フ
ォ
ル
ク
ロ
ー

レ
・
デ
ュ
オ
」、
僕
と
室
井
が
ク
リ
ス
マ
ス
・
イ
ブ
に
「
目
も
見
え
な
い
し
、

－ 108－



耳
も
聞
こ
え
な
い
し
、
体
を
動
か
す
こ
と
も
で
き
な
い
…
…
っ
て
、
言
わ
れ
て

る
」「
植
物
の
よ
う
な
状
態
」
の
患
者
さ
ん
を
前
に
し
て
演
奏
を
披
露
す
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
物
語
で
は
、
そ
う
し
た
患
者
さ
ん
を
前
に
「
正
直
言
っ

て
、
ち
ょ
っ
と
怖
」
い
と
感
じ
つ
つ
も
演
奏
を
通
じ
て
患
者
さ
ん
の
魂
を
感
じ

る
僕
の
姿
が
描
か
れ
て
い
て
、
書
き
手
の
問
い
掛
け
は
、
患
者
さ
ん
に
対
す
る

僕
の
認
識
の
変
容
に
あ
る
と
お
ぼ
し
い
。

例
え
ば
物
語
で
は
、
僕
と
患
者
さ
ん
と
の
初
め
て
の
対
面
の
場
面
が
描
出
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
な
婦
長
さ
ん
と
僕
と
の
認
識
の
ず
れ

が
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

３
「
び
っ
く
り
し
た
か
し
ら
。
ご
覧
の
と
お
り
、
こ
の
方
た
ち
、
皆
さ
ん
植

物
の
よ
う
な
状
態
な
の
。」
／
「
植
物
…
…
状
態
？
」
／
婦
長
さ
ん
は
、
ご

く
ご
く
当
た
り
前
の
口
調
で
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。
／
「
そ
う
。
皆
さ
ん

寝
た
き
り
の
方
々
。
目
も
見
え
な
い
し
、
耳
も
聞
こ
え
な
い
し
、
体
を
動

か
す
こ
と
も
で
き
な
い
…
…
っ
て
、
言
わ
れ
て
る
人
た
ち
な
の
。
で
も

ね
、
本
当
は
ど
う
な
の
か
、
だ
れ
に
も
分
か
ら
な
い
。
そ
う
で
し
ょ
、
実

は
聞
こ
え
て
い
る
け
ど
応
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

見
え
て
い
る
け
れ
ど
表
現
で
き
な
い
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
れ
に

も
分
か
ら
な
い
。
で
も
ね
、
た
と
え
体
の
す
べ
て
の
機
能
が
う
ば
わ
れ
、

意
識
が
な
い
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
っ
て
こ

と
は
何
か
を
感
じ
て
る
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
、
っ
て
わ
た
し
は
思
う
の

よ
。
そ
う
信
じ
て
る
の
。
あ
な
た
方
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
？
」
／
ど
う
思

う
と
き
か
れ
て
も
、
う
ま
く
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
僕
は
、
正
直
言
っ

て
、
ち
ょ
っ
と
怖
か
っ
た
。
そ
の
人
た
ち
は
、
確
か
に
普
通
の
人
間
と
は

ど
こ
か
違
う
印
象
を
与
え
る
。
な
ん
て
い
う
か
…
…
作
り
モ
ノ
み
た
い
だ

っ
た
。
魂
の
抜
け
た
人
間
っ
て
感
じ
だ
っ
た
の
だ
。（『
中
学
校
　
国
語

２
』
所
載
、
田
口
ラ
ン
デ
ィ
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
70
頁

（
※
注
３
））

そ
こ
で
は
、
傍
線
部
の
ご
と
く
「
た
と
え
体
の
す
べ
て
の
機
能
が
う
ば
わ

れ
、
意
識
が
な
い
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
っ
て
こ

と
は
何
か
を
感
じ
て
る
っ
て
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
、
っ
て
わ
た
し
は
思
う
の
よ
」

と
自
分
の
信
念
を
僕
に
ぶ
つ
け
る
婦
長
さ
ん
に
対
し
て
、
二
重
傍
線
部
の
ご
と

く
、「
な
ん
て
い
う
か
…
…
作
り
モ
ノ
み
た
い
だ
っ
た
。
魂
の
抜
け
た
人
間
っ

て
感
じ
だ
っ
た
の
だ
」
と
「
普
通
の
人
間
と
は
ど
こ
か
違
う
印
象
」
を
ど
う
し

て
も
感
じ
て
し
ま
う
僕
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
植
物
の
よ
う
な
状
態
」
の
患
者
さ
ん
に
対
す
る
、
僕
と
婦
長
さ
ん
と
の
認
識

の
ず
れ
は
以
上
の
ご
と
く
。
さ
ら
に
物
語
に
は
、
先
述
の
よ
う
な
印
象
を
得
た

僕
の
姿
だ
け
で
は
な
く
、
演
奏
を
通
じ
て
「
体
の
す
べ
て
の
機
能
が
う
ば
わ
れ
、

意
識
が
な
い
よ
う
に
見
え
」
る
「
マ
リ
コ
さ
ん
」
の
魂
を
確
か
に
感
じ
る
様
子

が
描
き
出
さ
れ
て
も
い
る
。
そ
れ
が
次
に
挙
げ
る
用
例
４
の
場
面
で
あ
る
。

４
　
ノ
ッ
ク
の
音
は
さ
ら
に
強
く
激
し
く
僕
を
揺
さ
ぶ
る
。
開
く
ぞ
、
開
く
ぞ

…
…
そ
う
思
っ
た
と
た
ん
に
、
ば
ー
ー
ー
ん
と
扉
が
は
じ
け
飛
ん
で
、
体

が
ふ
わ
あ
っ
と
軽
く
な
っ
た
。
す
ご
く
暖
か
な
光
を
感
じ
た
。
気
が
つ
く

と
、
僕
の
周
り
に
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
踊
っ
て
る
。
人
間

の
輪
郭
を
し
た
光
。
輝
き
浮
遊
し
飛
び
回
る
人
型
。
楽
し
そ
う
だ
。
み
ん

な
、
自
由
に
な
れ
て
と
っ
て
も
喜
ん
で
る
の
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
無
数
の

光
が
輪
を
描
い
て
く
る
く
る
と
乱
舞
し
て
い
る
。
／
そ
う
だ
、
肉
体
な
ん

て
捨
て
て
自
由
に
踊
れ
ば
い
い
。
音
楽
は
魂
を
自
由
に
す
る
の
さ
。（
73
頁
）

こ
こ
で
は
ケ
ー
ナ
の
演
奏
に
の
め
り
こ
み
、
音
楽
の
世
界
に
没
入
す
る
僕

が
、
二
重
傍
線
部
に
確
認
で
き
る
よ
う
に
、「
気
が
つ
く
と
、
僕
の
周
り
に
、
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た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
、
踊
っ
て
る
」
と
、「
マ
リ
コ
さ
ん
」
た
ち
や

患
者
さ
ん
た
ち
の
存
在
に
気
付
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
点
を
絞
っ
て
書
き
手
の
問
い
掛
け
が
顕
在
化
す
る
場
面
を
取
り
出
し
た
が
、

で
は
、
そ
の
問
い
掛
け
と
は
い
か
な
る
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
田
口
ラ
ン
デ
ィ
氏
の
他
テ
キ
ス
ト
に
確
認
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に

す
る
。

５
　
私
は
ま
だ
、
一
度
も
人
を
看
取
っ
た
こ
と
が
な
い
。
／
二
年
前
に
母
が
脳

出
血
で
亡
く
な
っ
た
。
風
呂
場
で
突
然
倒
れ
た
母
は
、
そ
の
ま
ま
救
急
病

院
に
運
ば
れ
て
植
物
人
間
に
な
っ
た
。
駆
け
つ
け
て
み
る
と
口
に
管
を
通

さ
れ
て
壊
れ
物
の
よ
う
に
ダ
ラ
ン
と
し
て
い
る
。
ま
る
で
魂
が
抜
け
か
か

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。「
今
日
明
日
の
命
で
す
」
と
断
言
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
四
日
後
か
ら
母
は
不
思
議
な
生
命
力
を
発
揮
し
て
、
四

カ
月
の
間
、
植
物
人
間
と
し
て
生
き
続
け
た
。（
田
口
ラ
ン
デ
ィ
『
も
う

消
費
す
ら
快
楽
じ
ゃ
な
い
彼
女
へ
』（
一
九
九
九
年
一
二
月
二
五
日
、
晶

文
社
）
所
収
、「
Ⅰ
　
も
う
消
費
す
ら
快
楽
じ
ゃ
な
い
彼
女
へ
」「
看
取
れ

な
い
時
代
」
66
頁
）

６
「
頭
の
良
さ
だ
け
が
取
り
柄
の
男
な
の
に
、
皮
肉
な
も
ん
よ
ね
」
／
奥
さ

ん
は
そ
う
言
っ
て
、
藤
森
さ
ん
の
ほ
っ
ぺ
た
を
ぴ
た
ぴ
た
と
叩
い
た
。
四

年
間
、
奥
さ
ん
は
彼
に
語
り
か
け
続
け
た
。
好
き
だ
っ
た
音
楽
を
聞
か

せ
、
本
を
読
ん
で
聞
か
せ
、
呼
び
か
け
、
触
り
、
時
と
し
て
激
し
く
泣
い

て
揺
す
っ
た
。
だ
が
、
藤
森
さ
ん
は
一
度
も
彼
女
に
応
え
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
／
①
意
識
が
な
く
て
も
彼
は
藤
森
さ
ん
だ
。
そ
う
見
え
る
。
で
は

人
間
の
存
在
っ
て
何
な
の
だ
ろ
う
。
私
と
い
う
意
識
を
な
く
し
て
も
私
は

私
な
の
だ
ろ
う
か
。
わ
か
ら
な
い
。
考
え
る
と
こ
ん
が
ら
が
っ
て
く

る
。
／
藤
森
さ
ん
は
、
時
々
げ
っ
ぷ
を
し
た
り
、
お
な
ら
を
し
た
り
し

た
。
そ
れ
も
す
べ
て
生
理
反
応
だ
と
い
う
。
ア
メ
ー
バ
と
い
っ
し
ょ
だ

と
。
だ
と
し
て
も
私
は
②
彼
に
人
間
と
し
て
の
存
在
を
感
じ
ず
に
は
お
れ

な
い
。
藤
森
さ
ん
は
藤
森
さ
ん
だ
。
脳
と
人
間
存
在
は
イ
コ
ー
ル
じ
ゃ
な

い
。（
用
例
５
同
書
所
収
、「
Ⅲ
　
世
界
は
二
つ
あ
る
」「
植
物
人
間
の
夢
」

183
頁

（
※
注
４
））

用
例
５
で
は
、
病
床
の
母
親
に
対
面
し
た
と
き
の
私
の
感
触
が
、
二
重
傍
線

部
、「
口
に
管
を
通
さ
れ
て
壊
れ
物
の
よ
う
に
ダ
ラ
ン
と
し
て
い
る
。
ま
る
で

魂
が
抜
け
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
感
触
が
、
用
例

３
に
見
え
る
最
初
の
僕
の
見
方
（
な
ん
て
い
う
か
…
…
作
り
モ
ノ
み
た
い
だ
っ

た
。
魂
の
抜
け
た
人
間
っ
て
感
じ
だ
っ
た
の
だ
）
と
重
な
る
。
一
方
で
、
用
例

６
の
「
藤
森
さ
ん
」
の
場
合
は
違
っ
た
感
触
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。

「
藤
森
さ
ん
」
は
「
民
俗
学
を
研
究
す
る
学
者
」
で
、
火
事
に
逃
げ
遅
れ
て

大
火
傷
を
負
い
、「
脳
の
火
傷
が
水
泡
化
し
血
液
の
流
れ
が
止
ま
っ
た
」
と
い

う
人
物
で
本
書
の
「
私
」
と
は
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
（
用
例
６
同
書
）。
用

例
６
の
場
面
は
そ
の
「
藤
森
さ
ん
」
を
初
め
て
見
舞
っ
た
も
の
だ
が
、
違
っ
た

感
触
は
そ
こ
に
見
え
る
。
そ
れ
は
「
意
識
が
な
く
て
も
彼
は
藤
森
さ
ん
だ
。
そ

う
見
え
る
」（
傍
線
部
①
）
や
「
彼
に
人
間
と
し
て
の
存
在
を
感
じ
ず
に
は
お

れ
な
い
」（
傍
線
部
②
）
と
い
う
感
触
で
、
こ
れ
は
教
材
テ
キ
ス
ト
で
言
え
ば

演
奏
中
の
僕
の
気
づ
き
や
婦
長
さ
ん
の
信
念
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
書
き
手
は
僕
と
同
様
の
認
識
の
変
容
を
、「
私
」
の
体
験
と

し
て
書
き
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
認
が
迂
遠
な
も
の
に
な
っ
た
が
、
用
例

６
に
は
変
容
過
程
で
生
じ
た
「
私
」
の
問
い
掛
け
と
そ
の
応
答
が
明
示
さ
れ
て

い
て
重
要
だ
ろ
う
。
そ
の
問
い
掛
け
と
は
用
例
６
の
波
線
部
の
ご
と
く
、「
で
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は
人
間
の
存
在
っ
て
何
な
の
だ
ろ
う
。
私
と
い
う
意
識
を
な
く
し
て
も
私
は
私

な
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
藤
森
さ
ん
」
ら
し
さ
を
失
っ
た
「
藤

森
さ
ん
」
を
前
に
し
て
、
一
方
で
確
か
に
人
間
と
し
て
の
存
在
を
感
じ
て
し
ま

う
「
私
」
が
、
こ
こ
で
問
う
て
い
る
の
は
、「
私
と
い
う
意
識
」
と
「
人
間
存

在
」
と
は
イ
コ
ー
ル
な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
脳
と
人
間
存
在

は
イ
コ
ー
ル
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
応
答
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
こ
そ
が
、
本
教
材
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
婦
長
さ
ん
と
僕
の
認
識
の
ズ
レ

や
僕
の
認
識
の
変
容
を
語
る
こ
と
で
問
い
掛
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
「
私
と
い
う
意
識
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
言
動
や
特
徴
的
な
表
情
、
そ
れ
を

言
い
換
え
る
と
〈
自
分
ら
し
さ
や
〉
や
〈
個
性
〉
だ
が
、
そ
れ
が
無
い
と
な
ぜ

人
間
ら
し
い
と
感
じ
な
い
の
か
、「
人
間
存
在
」
に
と
っ
て
〈
個
性
〉（「
私
と

い
う
意
識
」、「
脳
」）
と
は
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
掛

け
と
言
い
得
よ
う
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
教
材
テ
キ
ス
ト
を
振
り
返
る
と
、

当
初
僕
が
「
植
物
の
よ
う
な
状
態
」
の
患
者
さ
ん
と
出
会
っ
て
、
怖
く
な
り

「
魂
の
抜
け
た
人
間
」
と
感
じ
た
の
は
、
患
者
さ
ん
に
〈
個
性
〉
が
感
じ
ら
れ

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
僕
の
認
識
の
在
り
方
を
問

い
、
演
奏
中
に
患
者
さ
ん
の
存
在
を
確
か
に
感
じ
る
僕
の
姿
を
描
く
こ
と
で
テ

キ
ス
ト
は
応
答
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

【
３
】
書
き
手
の
問
題
意
識
と
学
習
者
と
の
径
庭

こ
う
し
た
問
い
掛
け
と
応
答
が
本
教
材
テ
キ
ス
ト
に
は
あ
る
と
見
え
る
の
だ

が
、
そ
も
そ
も
、
本
教
材
テ
キ
ス
ト
の
書
き
手
に
は
〈
個
性
〉
を
批
評
し
よ
う

と
す
る
立
場
が
著
作
の
そ
こ
こ
こ
に
見
ら
れ
る
。

７
（
※
私
の
高
校
時
代
の
同
級
生
で
、「
人
間
の
生
ま
れ
た
意
味
は
、
人

間
は
自
分
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
」（
後
掲
同
書
193
）
こ
と
だ
と
信

じ
新
興
宗
教
で
の
修
行
に
打
ち
込
む
「
ユ
ウ
コ
」
が
私
を
訪
ね
て
き

て
、
私
は
困
惑
し
な
が
ら
対
応
す
る
。）
帰
り
際
に
ユ
ウ
コ
が
言
っ

た
。
／
「
一
度
考
え
始
め
て
し
ま
っ
た
ら
。
も
う
後
戻
り
は
で
き
な
く

な
っ
た
。
あ
た
し
は
生
ま
れ
て
き
た
意
味
が
知
り
た
い
」
／
純
粋
な
人

た
ち
は
、
い
つ
も
自
分
の
意
味
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
が
彼
ら
を
、
時

と
し
て
わ
が
ま
ま
に
し
、
時
と
し
て
自
殺
さ
せ
、
時
と
し
て
犯
罪
者
に

し
た
り
す
る
。
ず
い
ぶ
ん
じ
ゃ
な
い
か
神
様
、
と
思
う
。
人
に
は
ど
う

生
き
る
か
と
い
う
選
択
肢
し
か
な
い
。
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
も
、
な
ぜ

死
ぬ
の
か
も
定
か
で
は
な
い
。
人
に
あ
る
の
は
「
間
」
だ
け
だ
。
誕
生

と
死
の
間
。
こ
の
と
り
と
め
の
な
い
あ
い
ま
い
な
時
間
。
そ
の
意
味
に

つ
い
て
私
た
ち
は
何
も
知
ら
な
い
。（
用
例
５
同
書
所
収
、「
Ⅲ
世
界
は

二
つ
あ
る
」、「
虫
の
生
き
様
」
199
頁
）

自
分
の
〈
個
性
〉
が
気
に
な
る
人
、
言
い
換
え
れ
ば
「
自
分
の
意
味
」
を
求

め
る
「
純
粋
な
人
」
に
対
す
る
批
評
の
言
葉
は
例
え
ば
用
例
７
の
「
そ
れ
が
彼

ら
を
、
時
と
し
て
わ
が
ま
ま
に
し
、
時
と
し
て
自
殺
さ
せ
、
時
と
し
て
犯
罪
者

に
し
た
り
す
る
」（
傍
線
部
）
と
い
う
言
葉
に
見
え
る
。

そ
の
他
に
も
、「
私
の
個
性
」
と
は
「
人
間
と
し
て
の
重
荷
」
で
あ
っ
て
そ

の
重
荷
を
降
ろ
し
た
と
き
「
人
は
よ
う
や
く
生
命
の
尊
厳
ま
で
立
ち
還
る
」
と

述
べ
る
著
作

（
※
注
５
）も

あ
り
、〈
個
性
〉
や
〈
自
分
ら
し
さ
〉
を
こ
れ
ぞ
人
間
ら
し
さ

と
考
え
て
し
ま
う
認
識
の
在
り
方
を
問
題
化
し
よ
う
と
す
る
書
き
手
の
立
場
は

散
見
さ
れ
る
。
本
教
材
テ
キ
ス
ト
も
こ
う
し
た
〈
個
性
〉
批
評
に
関
す
る
書
き

手
の
仕
事
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
、
か
か
る
批
評
の
展
開
が
気
に
な
る
と
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こ
ろ
で
は
あ
る
が
こ
こ
で
は
擱
き
、
学
習
者
の
初
発
の
感
想
を
確
認
し
た
い
。

で
は
、
こ
う
し
た
教
材
テ
キ
ス
ト
を
前
に
ど
の
よ
う
な
反
応
を
学
習
者
は
示

す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「『
僕
』
は
心
か
ら
音
楽
を
楽
し
ん
で
演
奏
し
て
い

る
ん
だ
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
演
奏
を
聞
い
た
か
ら
、
植
物
の
よ
う
な

状
態
の
マ
リ
コ
さ
ん
も
涙
が
出
た
の
だ
」（
中
２
・
女
子
）
や
「
植
物
の
よ
う

な
状
態
の
マ
リ
コ
さ
ん
が
涙
を
流
し
た
と
こ
ろ
で
音
楽
っ
て
凄
い
な
と
感
じ
た
」

（
中
２
・
男
子
）
な
ど
、「
主
人
公
が
楽
器
の
演
奏
を
心
か
ら
楽
し
ん
だ
の
で
、

植
物
の
よ
う
な
状
態
で
何
も
で
き
な
い
患
者
さ
ん
に
も
そ
れ
が
伝
わ
っ
て
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
き
っ
と
、
と
て
も
凄
い
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
」（
中
２
・

女
子
）
と
い
っ
た
も
の
。
学
習
者
の
初
発
の
感
想
を
見
る
と
、
書
き
手
の
問
い

掛
け
は
全
く
視
野
に
入
ら
ず
、
む
し
ろ
こ
の
話
を
「
ひ
た
む
き
な
演
奏
が
人
に

思
い
を
伝
え
る
」
物
語
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
こ
と
が
分
る
。

心
の
こ
も
る
音
楽
が
人
と
人
と
の
間
に
あ
る
隔
た
り
を
溶
解
さ
せ
、
そ
の
場

に
い
る
す
べ
て
の
人
間
に
幸
福
を
も
た
ら
し
て
い
く
、
そ
ん
な
感
動
的
な
お
話

だ
っ
た
。
先
述
の
学
習
者
の
感
想
か
ら
は
そ
の
よ
う
な
彼
ら
の
声
が
聞
こ
え
て

き
そ
う
だ
が
、
こ
こ
に
は
〈
音
楽
は
人
間
同
士
の
隔
た
り
を
超
え
て
伝
わ
る
〉

お
話
、
そ
れ
は
没
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
状
況
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
頻
繁

に
語
ら
れ
る
お
話
の
型
で
あ
る
が
、
そ
の
鋳
型
で
も
っ
て
本
教
材
を
嵌
め
込
も

う
と
す
る
学
習
者
の
読
み
の
実
態
が
露
わ
だ
。
確
か
に
、
本
教
材
テ
キ
ス
ト
は

「
ｗ
ｅ
ｂ
マ
ガ
ジ
ン
幻
冬
舎
版
」（
初
出
）
か
ら
『
そ
の
夜
、
ぼ
く
は
奇
跡
を
祈

っ
た
』
所
収
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
を
経
て
、
教
科
書
版
「
ク
リ
ス
マ
ス
の

仕
事
」
に
至
る
中
で
多
く
の
改
訂
・
削
除
が
あ
り
、
教
科
書
版
「
ク
リ
ス
マ
ス

の
仕
事
」
は
先
の
お
話
の
型
で
読
も
う
と
し
て
も
十
分
そ
う
読
め
て
し
ま
う
。

し
か
し
他
方
で
、
教
材
テ
キ
ス
ト
に
も
描
い
て
あ
る
婦
長
さ
ん
の
こ
だ
わ
り
や

患
者
さ
ん
と
の
対
面
で
得
た
僕
の
直
截
な
感
触
や
そ
の
後
の
僕
の
変
化
と
い
っ

た
、
そ
れ
こ
そ
本
教
材
テ
キ
ス
ト
の
特
徴
的
な
叙
述
は
学
習
者
の
既
視
感
に
満

ち
た
読
み
の
過
程
で
問
題
に
も
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
学
習
者
の
反
応
は
ど
の
物
語
教
材
で
も
見
ら
れ
る
も
の
だ

ろ
う
。
む
し
ろ
問
題
は
、
そ
う
し
た
実
態
は
そ
れ
と
し
て
、
彼
ら
の
既
視
感
の

外
に
あ
る
叙
述
に
い
か
に
注
目
さ
せ
る
の
か
に
あ
る
。
次
に
述
べ
る
の
は
学
習

者
と
本
教
材
テ
キ
ス
ト
と
の
出
会
い
に
向
け
て
稿
者
が
工
夫
し
た
幾
つ
か
の
実

践
例
で
あ
る
。

む
ろ
ん
そ
の
表
現
に
注
目
さ
せ
る
に
は
、
婦
長
さ
ん
と
僕
と
の
認
識
の
ズ
レ

を
確
認
さ
せ
、
僕
の
認
識
の
変
容
を
考
え
る
よ
う
促
す
の
は
当
然
の
こ
と
。
授

業
で
は
、
患
者
さ
ん
を
「
普
通
の
人
間
と
は
ど
こ
か
違
う
」
と
見
よ
う
と
す
る

理
由
を
問
う
た
。
こ
れ
に
は
、
た
だ
生
き
る
患
者
さ
ん
を
〈
自
分
ら
し
さ
〉
や

〈
個
性
〉
で
も
っ
て
見
よ
う
と
す
る
学
習
者
の
眼
差
し
、
そ
れ
は
変
容
前
の
僕

の
認
識
の
在
り
方
と
重
な
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
顕
在
化
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ

た
。
は
た
し
て
そ
の
問
い
に
対
す
る
学
習
者
か
ら
の
応
答
は
、「
人
間
の
生
活

を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
ゃ
べ
っ
た
り
、
表
情
が
あ
っ
た
り
、
歩
い
た
り

と
、
ど
こ
を
と
っ
て
も
何
か
動
い
て
い
て
、
そ
れ
を
見
て
『
生
き
て
い
る
』
と

判
断
す
る
か
ら
だ
」（
中
２
・
男
子
）
や
、「
自
分
た
ち
が
、
人
間
が
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
で
何
か
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
て
、
植
物
の
よ
う
な
状
態
の
患
者
さ
ん
た
ち
が
そ
の
役
割
を
何
も
持
っ
て

い
な
い
と
考
え
る
か
ら
だ
」（
中
２
・
男
子
）
と
い
っ
た
も
の
。「
た
だ
生
き
る

こ
と
」
を
個
性
的
な
表
情
や
特
徴
的
な
社
会
属
性
で
も
っ
て
違
和
の
情
と
と
も

に
記
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
う
し
た
学
習
者
の
応
答
を
経
て
、
実
際
の
授
業
で
は
さ
ら
に
人
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間
の
生
の
充
実
感
の
中
身
を
次
の
よ
う
に
説
く
説
明
文
を
補
助
教
材
と
し
て
用

い
た
。

８
　
こ
の
寂
し
さ
（
※
「
絶
え
ず
だ
れ
か
が
自
分
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
の
証
拠
を
」、
携
帯
電
話
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
な
が

ら
「
一
日
に
何
度
も
何
度
も
欲
し
が
る
」
一
方
で
、
携
帯
電
話
を
使
用
す

る
ま
さ
に
そ
の
時
、
周
囲
に
い
る
人
間
に
は
全
く
関
心
が
な
い
現
代
社
会

の
在
り
方
）
と
い
う
の
が
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
の
中
に
深
く
い
ろ
い
ろ

な
と
こ
ろ
に
浸
透
し
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
、
実
は
わ
た
し
た
ち
が
二
百

年
ほ
ど
前
に
作
り
始
め
た
、
い
わ
ゆ
る
近
代
的
な
社
会
と
い
う
も
の
の
極

ま
っ
た
形
で
は
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
。
／
近
代
社
会
と
は
、
み
ん
な

一
人
一
人
同
じ
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
っ
て
ス
タ
ー
ト
す
る
社
会
で
す
。

ど
ん
な
階
層
に
生
ま
れ
て
も
、
ど
ん
な
家
庭
に
生
ま
れ
て
も
、
出
発
点
は

同
じ
で
、
そ
こ
か
ら
人
生
の
中
で
何
を
作
り
出
し
て
い
く
の
か
で
人
生
の

意
味
が
決
ま
っ
て
く
る
。
で
も
そ
の
一
方
、
自
分
が
何
か
を
す
る
こ
と
の

意
味
や
、
あ
る
い
は
自
分
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
の
理
由
を
自
分
で
見
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
、
そ
う
い
う
一
種
の
荷
物
を
人
生
の
ス
タ
ー

ト
か
ら
持
た
な
い
と
生
き
て
い
け
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

悲
し
い
こ
と
に
は
、
そ
の
意
味
が
う
ま
く
見
つ
か
ら
な
い
時
に
は
、
た
だ

生
き
る
こ
と
す
ら
で
き
な
く
て
、
も
う
消
え
て
し
ま
い
た
い
と
か
、
何
も

し
た
く
な
い
と
い
う
ふ
う
に
、
生
き
る
力
す
ら
失
っ
て
し
ま
う
。
近
代
社

会
に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
人
間
は
、
ど
う
も
そ
う
い
う
厄
介
な
生
き
物
の

よ
う
な
の
で
す
。（
学
校
図
書
株
式
会
社
『
中
学
校
　
国
語
３
』（
二
〇
〇

七
年
二
月
一
〇
日
発
行
）
所
載
、
鷲
田
清
一
「
寂
し
い
時
代
と
聴
く
力
」）

挙
例
の
ご
と
く
、「
自
分
が
何
か
を
す
る
こ
と
の
意
味
や
、
あ
る
い
は
自
分

が
こ
こ
に
い
る
こ
と
の
理
由
を
自
分
で
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」

事
情
を
近
代
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
、
そ
こ
で
の
問
題
点
、
そ
れ
は
傍
線
部

に
も
示
し
た
が
、
そ
れ
を
「
た
だ
生
き
る
こ
と
」
に
耐
え
難
く
な
っ
て
い
る

「
近
代
社
会
に
生
き
る
わ
た
し
た
ち
」
と
説
き
示
す
と
い
う
点
で
、
先
述
の
学

習
者
の
違
和
感
の
正
体
を
伝
え
て
い
て
貴
重
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
挙
例
直
後

に
、「
自
分
の
意
味
を
求
め
」
る
人
へ
の
田
口
ラ
ン
デ
ィ
と
い
う
書
き
手
の
問

い
掛
け
や
批
評
性
に
触
れ
る
件
が
あ
る
。
こ
れ
も
学
習
者
の
内
面
化
す
る
眼
差

し
を
対
象
化
さ
せ
、「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
問
い
掛
け
を
引
き
受
け
さ
せ

る
働
き
か
け
と
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
次
の
用
例
で
あ
る
。

９
　
そ
ん
な
中
で
、
わ
た
し
（
※
論
者
）
が
出
会
っ
た
一
つ
の
答
え
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
田
口
ラ
ン
デ
ィ
著
『
も
う
消
費
す
ら
快
楽
で
は
な
い
彼
女

へ
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
集
の
中
で
ラ
ン
デ
ィ
さ
ん
の
女
友
達
が
語
っ
た
言

葉
で
し
た
。
／
｜
て
の
ひ
ら
に
入
る
よ
う
な
小
さ
な
存
在
な
の
に
、
そ
し

て
世
話
を
受
け
な
い
と
二
十
四
時
間
要
介
護
で
す
ぐ
死
ん
で
し
ま
う
、
そ

ん
な
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
な
の
に
、
赤
ち
ゃ
ん
は
、
た
だ
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
だ
け
の
た
め
に
、
こ
ん
な
に
必
死
に
な
れ
る
。
そ
の
姿
が
、
弱
い
も

の
を
い
っ
ぱ
い
抱
え
込
ん
だ
大
人
た
ち
の
世
界
を
明
る
く
し
た
。
生
き
る

力
を
与
え
て
く
れ
た
。
｜
（
用
例
８
同
書
）

「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
で
の
問
い
掛
け
を
引
き
受
け
る
と
い
う
点
で
、
挙

例
教
材
本
文
に
着
目
さ
せ
「
弱
い
も
の
を
い
っ
ぱ
い
抱
え
込
ん
だ
大
人
た
ち
は

赤
ち
ゃ
ん
の
姿
か
ら
何
に
気
付
い
た
の
か
」
と
発
問
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
答

え
は
、
人
間
は
「
た
だ
生
き
る
と
い
う
こ
と
、
た
だ
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ

け
の
た
め
に
、
こ
ん
な
に
必
死
に
な
れ
る
」
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
他
人
と
違

っ
た
特
徴
的
な
〈
自
分
ら
し
さ
〉
を
伝
え
る
こ
と
な
く
、「
た
だ
生
き
る
」「
赤
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ち
ゃ
ん
」
の
「
必
死
」
な
姿
。
そ
の
姿
か
ら
逆
に
照
ら
し
出
さ
れ
る
の
は
、〈
自

分
ら
し
さ
〉
に
し
が
み
つ
き
凝
固
し
た
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
疲
弊
し
つ
つ
あ
る

学
習
者
自
身
の
姿
で
あ
ろ
う
。

【
４
】
お
わ
り
に
―
学
習
の
課
題
と
発
展

以
上
の
よ
う
に
、
補
助
教
材
を
用
い
つ
つ
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
の
問
い

掛
け
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
に
学
習
者
を
参
入
さ
せ
よ
う
と
工
夫
し
た
の

が
稿
者
の
学
習
の
実
際
で
あ
る
。
こ
う
し
た
学
習
を
経
た
上
で
、
看
過
で
き
な

い
書
き
手
の
叙
述
と
し
て
次
の
叙
述
に
注
目
を
促
し
た
。

10

婦
長
さ
ん
は
マ
リ
コ
さ
ん
の
よ
だ
れ
を
丁
寧
に
ぬ
ぐ
っ
た
。

11

婦
長
さ
ん
が
駆
け
寄
っ
て
、
マ
リ
コ
さ
ん
の
目
頭
を
人
さ
し
指
で
な
ぞ
っ

て
か
ら
、
彼
女
の
小
さ
な
頭
を
抱
き
し
め
た
。

そ
れ
は
、〈
自
分
ら
し
さ
〉
を
表
現
で
き
な
い
患
者
さ
ん
た
ち
に
対
す
る
婦

長
さ
ん
の
接
し
方
で
あ
る

（
※
注
６
）。

挙
例
傍
線
部
の
ご
と
く
、
マ
リ
コ
さ
ん
の
「
人
間

存
在
」
を
自
明
視
し
た
婦
長
さ
ん
の
接
し
方
が
、
当
初
の
僕
の
認
識
の
在
り
方

に
重
な
る
学
習
者
に
と
っ
て
、
婦
長
さ
ん
の
信
念
に
沿
っ
た
行
動
だ
と
論
理
的

に
理
解
で
き
て
も
、
そ
の
姿
勢
を
保
つ
に
は
困
難
な
時
代
で
の
行
動
だ
と
い
う

こ
と
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
叙
述
に
、〈
個
性
〉
称
揚
の
時
代

に
対
す
る
書
き
手
の
異
議
申
し
立
て
の
声
が
強
く
響
い
て
い
る
と
見
る
の
は
本

教
材
テ
キ
ス
ト
の
問
い
掛
け
で
明
ら
か
に
し
た
通
り
。〈
自
分
ら
し
さ
〉
や
〈
個

性
〉
な
る
も
の
を
対
象
化
し
た
上
で
、
自
ら
の
信
念
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
婦

長
さ
ん
の
姿
と
併
せ
て
注
目
さ
せ
、
本
教
材
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
学
習
の
最
後

に
考
え
さ
せ
た
い
叙
述
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
の
学
習
を
通
じ
て
〈
自
分
ら
し
さ
〉
に
と
ら
わ
れ
て
い
た

と
自
ら
の
存
在
の
仕
方
を
対
象
化
し
、
新
た
な
個
の
在
り
方
を
考
え
よ
う
と
す

る
学
習
者
の
応
答
は
多
く
見
ら
れ
た
。
本
来
な
ら
ば
学
習
の
成
果
と
し
て
列
挙

す
べ
き
だ
が
、
問
題
に
し
た
い
の
は
む
し
ろ
こ
の
学
習
の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
本
教
材
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
学
習
の
ま
と
め
と
し
て
「
生
き
る
力
」
を
テ

ー
マ
に
し
た
作
文
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

12

自
分
が
辛
く
て
、
崩
れ
そ
う
な
と
き
に
支
え
て
も
ら
っ
た
と
き
や
、
誰
か

を
支
え
て
あ
げ
た
と
き
。
自
分
一
人
じ
ゃ
ど
う
し
よ
う
も
で
き
な
い
こ
と

に
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
た
と
き
が
「
生
き
る
力
」
を
得
た
と
き
だ
と
思

い
ま
す
。
中
２
に
な
っ
て
か
ら
、
そ
う
思
え
た
の
は
、
好
き
な
人
に
メ
ー

ル
で
相
談
し
た
ら
、
ま
じ
め
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
た
と
き
で
し
た
。

崩
れ
そ
う
に
な
っ
た
分
、「
生
き
る
力
」
を
得
た
と
き
の
喜
び
・
嬉
し
さ

は
す
ご
く
大
き
か
っ
た
で
す
。『
受
け
身
な
存
在
』
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
え
た
と
き
だ
け
で
な
く
、
好
き
な
人
と
メ
ー

ル
で
「
つ
な
が
っ
て
る
」
と
か
「
す
っ
ご
く
楽
し
い
」
と
か
思
え
て
、「
生

き
る
力
」
を
得
ら
れ
た
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
好
き
な
人
だ
け
で
な
く
、
友

達
か
ら
も
「
生
き
る
力
」
を
得
た
と
思
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

中
２
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。
崩
れ
そ
う
な
と
き
に
、
手
を
差
し
出
し
て
支

え
て
く
れ
た
友
達
が
い
た
こ
と
で
す
。「
一
人
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
っ
て
思

え
て
、
す
ご
く
嬉
し
か
っ
た
で
す
。「
生
き
る
力
」
を
得
る
だ
け
で
な
く
、

人
と
の
関
わ
り
の
中
で
傷
つ
い
て
「
生
き
る
力
」
を
失
う
こ
と
も
あ
る
け

ど
、
結
局
は
誰
か
か
ら
「
生
き
る
力
」
を
得
て
い
ま
す
。
自
分
一
人
で

は
、「
生
き
る
力
」
は
得
ら
れ
な
い
。
他
者
か
ら
し
か
「
生
き
る
力
」
は

得
ら
れ
な
い
と
私
は
思
い
ま
す
。（
中
２
・
女
子
）
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自
分
の
存
在
の
仕
方
を
「『
受
け
身
な
存
在
』
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」（
傍

線
部
）
と
押
さ
え
て
い
る
の
は
、
鷲
田
清
一
「
寂
し
い
時
代
と
聴
く
力
」（
学

校
図
書
『
中
学
校
　
国
語
３
』）
に
あ
っ
た
、「
近
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
人

間
」
の
「
典
型
的
な
行
動
パ
タ
ー
ン
」（
＝
「
自
分
を
心
の
、
あ
る
い
は
意
識

の
あ
て
先
に
し
て
く
れ
る
よ
う
な
他
人
を
求
め
る
」
こ
と
）
と
、
そ
の
問
題
点

（
＝
「
他
人
に
自
分
の
存
在
が
依
存
し
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
他
人
と
常
に
密

着
し
て
い
な
い
と
不
安
に
な
る
と
い
う
、
受
け
身
な
存
在
に
自
分
を
追
い
や
っ

て
し
ま
う
」
こ
と
）
と
を
踏
ま
え
た
上
で
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
の
記

述
に
は
、
補
助
教
材
で
の
問
題
を
確
か
に
理
解
し
た
と
す
る
学
習
者
の
声
と
、

そ
れ
で
も
な
お
他
者
の
与
え
る
「
自
分
の
生
き
る
意
味
」
を
求
め
た
い
と
す

る
、
居
直
り
に
似
た
学
習
者
の
声
と
が
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、〈
自

分
ら
し
さ
〉
を
迫
る
近
代
と
い
う
時
代
の
問
題
の
根
深
さ
を
伝
る
学
習
者
の
応

答
だ
が
、
こ
う
し
た
学
習
者
の
存
在
を
こ
の
学
習
の
課
題
と
考
え
、
最
後
に
こ

の
課
題
に
応
え
る
発
展
教
材
を
一
つ
提
案
し
本
稿
を
閉
じ
る
。

そ
れ
は
自
分
の
苦
悩
や
辛
さ
と
の
向
き
合
い
方
を
考
え
よ
う
と
呼
び
か
け
る

発
展
教
材
、
神
津
十
月
「
止
ま
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
」（
大
修
館
書
店
『
新
現

代
文
』、
二
〇
〇
二
年
四
月
一
日
発
行
）
で
あ
る
。
本
文
は
凝
固
し
た
〈
私
〉

が
直
面
す
る
問
題
を
挙
げ
不
思
議
な
言
葉
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
こ
と
で
、
そ

の
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
す
姿
勢
に
触
れ
る
と
い
う
も
の
。
人
間
が
自
分
の
苦
悩
や

辛
さ
と
じ
っ
と
向
き
合
う
時
間
の
大
切
さ
、
そ
こ
で
の
向
き
合
い
方
を
説
く
と

い
う
点
で
、
先
の
挙
例
12
の
よ
う
な
学
習
者
に
は
有
効
だ
ろ
う
。

注
１
…
学
校
図
書
株
式
会
社
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
出
典
」

（h
ttp

://w
w

w
.g

ak
u

to.co.jp
/h

ik
ok

u
g

o/sak
u

h
in

02/008c.h
tm

l

）

よ
り
。

注
２
…
同
注
１
「
作
品
紹
介
」。

注
３
…
初
出
「
ｗ
ｅ
ｂ
マ
ガ
ジ
ン
幻
冬
舎
」
で
は
、
引
用
二
重
傍
線
部
の
僕
の

印
象
部
分
に
異
同
が
あ
り
、
初
出
で
は
該
当
箇
所
を
「
な
ん
て
い
う
か
…

…
壊
れ
モ
ノ
み
た
い
だ
っ
た
。
ぶ
っ
壊
れ
た
人
間
っ
て
感
じ
だ
っ
た
の

だ
」
と
す
る
。

注
４
…
「
藤
森
さ
ん
」
を
取
り
上
げ
た
話
題
は
著
者
の
他
テ
キ
ス
ト
に
散
見
さ

れ
る
。
中
で
も
、
田
口
ラ
ン
デ
ィ
『
田
口
ラ
ン
デ
ィ
の
人
生
相
談
　
神
様

は
い
ま
す
か
？
』（
二
〇
〇
二
年
八
月
二
二
日
、
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
）
所

収
、「
死
ん
だ
ら
す
べ
て
終
わ
り
で
す
か
」
で
は
、「
彼
が
意
識
を
失
っ
た

四
年
間
、
彼
は
誰
だ
っ
た
の
か
」
と
い
う
、
挙
例
引
用
本
文
と
同
様
の
問

い
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
は
「
意
識
」
と
「
魂
」
を
別
の
ヴ

ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
措
定
し
つ
つ
書
き
手
は
問
い
に
応
答
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

注
５
…
そ
れ
は
田
口
ラ
ン
デ
ィ
『
寄
る
辺
な
き
時
代
の
希
望
―
人
は
死
ぬ
の

に
な
ぜ
生
き
る
の
か
』（
二
〇
〇
六
年
九
月
三
〇
日
、
春
秋
社
）「
第
一
章

老
い
と
い
う
希
望
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
概
略
を
参
考

ま
で
に
示
し
て
お
く
。「
当
時
、
私
は
『
記
憶
と
は
な
ん
だ
ろ
う
』
と
い

う
こ
と
を
し
き
り
に
考
え
て
い
た
。
記
憶
を
テ
ー
マ
に
し
た
小
説
を
書
い

て
み
た
か
っ
た
の
だ
。
私
の
個
性
、
い
や
私
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
を
作

っ
て
い
る
も
の
、
そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
記
憶
で
は
な
い
か
。
…
（
中
略
）

…
記
憶
が
消
え
た
と
き
人
は
ど
う
生
き
る
の
か
。
そ
れ
を
知
り
た
い
と
思

っ
た
の
が
、
そ
も
そ
も
の
き
っ
か
け
だ
。
そ
し
て
、
記
憶
障
害
に
つ
い
て

調
べ
て
い
る
う
ち
に
」（
同
書
11
頁
）、「
見
学
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
な
く

な
り
、
友
人
の
ツ
テ
で
京
都
の
医
療
法
人
に
頼
み
込
み
、
介
護
の
お
手
伝
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い
を
し
な
が
ら
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
で
の
生
活
を
体
験
さ
せ
て
も
ら
っ
た
」

（
同
書
11
頁
）。
そ
う
し
た
体
験
を
通
じ
て
書
き
手
は
「
人
間
の
存
在
っ
て

何
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
問
い
を
深
め
、
写
真
家
の
藤
原
新
也
さ
ん
の
言

葉
を
踏
ま
え
つ
つ
以
下
の
よ
う
に
問
い
に
応
答
す
る
の
で
あ
る
。「
し
ば

ら
く
し
て
、（
写
真
家
の
藤
原
新
也
さ
ん
は
）
ご
自
身
の
イ
ン
ド
で
の
体

験
を
語
り
始
め
た
。
／
「
僕
の
写
真
集
『
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
』
の
な
か

で
、
イ
ン
ド
の
路
上
で
犬
が
人
間
を
食
っ
て
る
写
真
が
あ
る
。
以
前
に
そ

の
写
真
に
つ
い
て
メ
ー
ル
を
く
れ
た
人
が
い
た
ん
だ
。
そ
の
人
は
、
い
ろ

い
ろ
な
悩
み
事
が
あ
っ
て
右
往
左
往
し
て
る
と
き
に
、
あ
の
犬
の
写
真
を

見
る
と
、
す
ご
く
気
持
ち
が
安
ら
ぐ
と
い
う
ん
だ
よ
ね
。
そ
れ
は
僕
の
意

識
と
似
て
い
る
ん
だ
よ
。
犬
が
人
間
を
食
っ
て
る
シ
ー
ン
を
見
た
と
き

に
、
僕
は
ね
、
す
ご
く
気
持
ち
が
お
さ
ま
っ
て
き
た
。
…
（
中
略
）
…
犬

が
人
間
を
食
っ
て
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
凌
辱
的
な
シ
ー
ン
な

ん
だ
け
ど
、
逆
に
言
え
ば
、
犬
か
ら
食
わ
れ
る
ほ
ど
自
分
は
自
由
に
な
れ

た
と
。
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
い
う
前
向
き
な
感
じ
じ
ゃ
な
く
て
、
自
分

の
重
荷
を
降
ろ
し
て
見
て
る
ん
だ
な
。
生
き
て
る
こ
と
の
重
荷
を
ね
…

…
」
／
ぐ
る
ん
と
、
宙
返
り
し
て
原
点
に
戻
っ
た
気
が
し
た
。
／
そ
う
だ

っ
た
、
私
が
痴
呆
症
の
老
人
た
ち
と
出
会
っ
て
思
っ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に

こ
れ
だ
っ
た
の
だ
。
彼
ら
は
人
間
と
し
て
の
重
荷
を
降
ろ
し
て
い
た
。
そ

の
こ
と
に
感
動
し
た
の
だ
。
／
人
間
と
し
て
の
重
荷
を
降
ろ
し
た
と
き
、

人
は
よ
う
や
く
生
命
の
尊
厳
ま
で
立
ち
還
る
。
生
命
は
す
ご
い
ん
だ
。
人

間
じ
ゃ
な
く
た
っ
て
、
す
ご
い
ん
だ
。
動
物
も
植
物
も
、
み
ん
な
す
ご
い

ん
だ
。
す
べ
て
の
生
命
は
生
命
と
し
て
の
光
を
も
っ
て
い
る
。
…
（
中
略
）

…
人
間
の
重
荷
を
降
ろ
し
た
患
者
さ
ん
た
ち
が
、
寄
り
合
っ
て
か
ば
い
あ

っ
て
、
生
き
て
い
る
様
子
を
見
た
。
生
き
て
生
き
て
生
き
果
て
て
い
く
の

を
見
た
。
人
間
は
い
く
ら
人
間
を
降
ろ
し
て
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
人
間
で

あ
る
老
人
た
ち
の
姿
に
、
私
は
赦
さ
れ
た
。
い
ま
、
こ
こ
に
生
き
て
い
る

だ
け
で
い
い
ん
だ
、
そ
う
思
え
た
の
だ
。」（
同
書
71
頁
）。

注
６
…
「
ｗ
ｅ
ｂ
マ
ガ
ジ
ン
幻
冬
舎
」
と
『
そ
の
夜
、
ぼ
く
は
奇
跡
を
祈
っ

た
』
所
収
「
ク
リ
ス
マ
ス
の
仕
事
」
と
で
は
、
も
う
一
人
の
患
者
さ
ん

（
佐
々
木
さ
ん
）
が
登
場
す
る
が
、
そ
の
場
面
に
「
婦
長
さ
ん
は
佐
々
木

さ
ん
の
手
を
と
て
も
優
し
く
さ
す
っ
た
。
彼
女
が
佐
々
木
さ
ん
に
触
れ
る

し
ぐ
さ
を
見
て
い
た
ら
、
な
ぜ
か
佐
々
木
さ
ん
が
人
間
に
思
え
て
き
た
。」

と
い
う
叙
述
が
確
認
で
き
る
。（

広
島
大
学
附
属
福
山
中
・
高
等
学
校
教
諭
）
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