
は
じ
め
に

〈
村
上
文
学
は
文
章
は
シ
ン
プ
ル
だ
が
、
結
局
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
わ

か
ら
な
い
〉。
稿
者
が
教
え
る
場
に
お
い
て
、
最
も
多
く
聞
か
れ
る
村
上
文
学

の
第
一
印
象
で
あ
る
。
特
に
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
学
生
が
挙
げ
る

こ
と
が
多
い
。「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」（
初
出
『
群
像
』
一
九
九
六
・
一
〇

（
注
１
）

）

は
、
高
等
学
校
現
代
文
教
科
書
に
採
用
さ
れ
て
お
り
、
村
上
の
短
編
の
中
で
は

比
較
的
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
や
す
い
。
し
か
し
、
話
の
中
心
で
あ
る
幽
霊
が

「
僕
」
の
前
に
現
れ
ず
、
幽
霊
の
正
体
も
最
後
ま
で
明
か
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

す
っ
き
り
し
な
い
読
後
感
を
持
た
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を

解
消
す
る
た
め
に
、
後
述
す
る
よ
う
な
様
々
な
解
釈
（
特
に
幽
霊
の
意
味
）
が

提
示
さ
れ
て
き
た
。
稿
者
は
そ
う
い
っ
た
「
解
釈
」
に
対
し
て
、
違
和
感
を
感

じ
た
。
そ
の
違
和
感
と
は
、
す
っ
き
り
と
し
な
い
「
曖
昧
さ
」
こ
そ
が
「
レ
キ

シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、

テ
ク
ス
ト
単
独
で
な
く
、
短
編
集
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
と
い
う
集
合
体

で
見
た
と
き
、
そ
の
「
曖
昧
さ
」
が
生
き
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
本
稿
は
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
に
は
方
法
と
し
て
の
「
曖

昧
さ
」
が
あ
り
、
こ
の
「
曖
昧
さ
」
の
中
に
は
、
村
上
の
父
・
千
秋
氏
に
対
す

る
複
雑
な
感
情
が
に
じ
み
出
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
上
で
、
短
編
集
と

い
う
視
点
か
ら
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
の
冒
頭
作
と
し
て
の
機
能
を
論

じ
る
も
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
最
も
中
心
に
論
究
さ
れ
て
き
た
の
は
、
明
か
さ
れ
な
か

っ
た
幽
霊
と
は
何
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
次
に
、
中
野
和
典
氏
が
ま
と
め
た
先

行
研
究
の
記
述
を
掲
げ
る

（
注
２
）

。

幽
霊
を
〈「
ケ
イ
シ
ー
」
の
「
父
親
」
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
〉
一

族
の
霊
と
見
な
す
佐
野
正
俊
論
、〈
父
に
よ
っ
て
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
残

さ
れ
た
ジ
ャ
ズ
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
情
熱
が
「
別
の
か
た
ち
を
と
ら
ず
に
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は
い
ら
れ
な
い
」
で
変
容
し
た
も
の
〉
と
見
な
す
田
中
実
論
、
ケ
イ
シ
ー

と
そ
の
父
を
取
り
込
み
〈
次
第
に
生
命
力
を
失
〉
わ
せ
る
〈
悪
夢
〉
と
見

な
す
秋
枝
美
保
論
、〈「
僕
」
に
対
す
る
「
ケ
イ
シ
ー
」
や
そ
の
父
の
愛
で

あ
り
、「
僕
」
が
愛
す
る
古
い
ジ
ャ
ズ
の
霊
た
ち
の
愛
が
「
別
の
か
た
ち
」

で
現
れ
た
も
の
〉
と
見
な
す
馬
場
重
行
論
、〈
ケ
イ
シ
ー
の
一
族
の
過
去

の
栄
華
の
名
残
で
あ
り
、
ケ
イ
シ
ー
自
身
が
現
在
に
生
き
て
い
な
い
こ
と

の
暗
示
〉
と
見
な
す
木
股
知
史
論
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
幽
霊
に
つ
い
て

多
様
な
解
釈
が
生
ま
れ
る
の
は
、「
僕
」
や
ケ
イ
シ
ー
に
よ
っ
て
幽
霊
の

正
体
が
明
か
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
明
か
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
物
語
の
後
半
で
ケ
イ
シ
ー
が
語
る
〈
別
の
か
た
ち
を
と
ら
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
〉〈
あ
る
種
の
も
の
ご
と
〉（
三
〇
）
と
幽
霊
を
直
結
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
〈
情
熱
〉〈
悪
夢
〉〈
愛
〉
等
が
姿
を
変
え
て

現
れ
た
も
の
と
見
な
す
田
中
・
秋
枝
・
馬
場
論
の
よ
う
な
解
釈
が
生
ま
れ
、

〈
あ
る
種
の
も
の
ご
と
〉
と
幽
霊
を
直
結
せ
ず
に
幽
霊
の
描
か
れ
方
を
分

析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
ケ
イ
シ
ー
の
一
族
の
霊
と
見
な
す
佐

野
・
木
股
論
の
よ
う
な
解
釈
が
生
ま
れ
て
い
る
。

中
野
氏
が
的
確
に
記
す
よ
う
に
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
、
前
半
の

幽
霊
譚
と
後
半
の
ケ
イ
シ
ー
の
告
白
の
繋
が
り
を
ど
う
捉
え
る
か
で
、
読
み
が

異
な
っ
て
く
る
。
中
野
氏
は
幽
霊
の
無
名
性
に
着
目
し
、「
物
語
る
こ
と
は
記

憶
の
死
に
抗
す
る
試
み
で
あ
る
」
と
「
物
語
る
」
こ
と
へ
の
積
極
的
な
意
味
を

見
い
だ
し
て
い
る
。

稿
者
は
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
の
語
り
に
、「
物
語
る
こ
と
は
記
憶
の

死
に
抗
す
る
試
み
」
と
い
っ
た
積
極
性
が
あ
る
の
か
、
少
し
疑
問
に
感
じ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
テ
ク
ス
ト
の
前
半
と
後
半
に
は
断
絶
が
あ
り
、
こ
の
断
絶
と

呼
応
す
る
形
で
、「
僕
」
と
ケ
イ
シ
ー
の
間
に
〈
す
れ
違
い
〉
が
生
ま
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、
前
半
と
後
半
の
断
絶
の
内
実
を
明
ら
か
に
し
な
が

ら
、「
僕
」
と
ケ
イ
シ
ー
の
〈
す
れ
違
い
〉
に
つ
い
て
考
察
し
、「
曖
昧
さ
」
と

い
う
方
法
を
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

１
　
ケ
イ
シ
ー
家
の
幽
霊
　
―
前
半
―

①
　
幽
霊
と
の
邂
逅

小
説
家
で
あ
る
「
僕
」
は
あ
る
時
ケ
イ
シ
ー
か
ら
手
紙
を
も
ら
い
、
そ
こ
に

記
さ
れ
た
ケ
イ
シ
ー
家
の
ジ
ャ
ズ
の
レ
コ
ー
ド
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
介
し
て
仲
良

く
な
る
。
あ
る
日
、
ケ
イ
シ
ー
が
一
週
間
の
留
守
番
を
「
僕
」
に
頼
む
。「
悪

い
け
れ
ど
、
君
し
か
思
い
つ
け
な
か
っ
た
ん
だ
」
と
ケ
イ
シ
ー
は
語
る
が
、
ケ

イ
シ
ー
ほ
ど
の
裕
福
な
人
間
で
あ
れ
ば
、
お
金
で
留
守
番
を
頼
む
こ
と
（
プ
ロ

に
頼
む
）
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
は
じ
め
に
「
僕
」
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
っ

て
き
た
の
が
ケ
イ
シ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
ケ
イ
シ
ー
は
礼
儀
正
し
い
態

度
は
そ
の
ま
ま
に
、「
僕
」
に
た
だ
の
友
人
以
上
の
期
待
を
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
ケ
イ
シ
ー
が
「
寂
し
さ
」
を
感
じ
取
っ
て
い
た
と
い
う
の
が
一

因
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
頃
か
ら
同
性
愛
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
思
わ
れ
る
ジ
ェ
レ

― 2―



ミ
ー
は
、
母
の
具
合
が
悪
く
、
ケ
イ
シ
ー
か
ら
離
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

犬
の
マ
イ
ル
ズ
の
描
写
に
は
、
ケ
イ
シ
ー
の
性
格
が
投
影
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
マ
イ
ル
ズ
の
「
ひ
ど
く
寂
し
が
り
や
」
で
「
長
い
時
間
一
人
き
り
で
い

る
こ
と
が
で
き
」
ず
、「
必
ず
誰
か
の
そ
ば
に
い
て
、
ど
こ
か
身
体
の
一
部
を
、

気
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
相
手
に
そ
っ
と
く
っ
つ
け
て
い
る
」
の
は
、
飼
い
主
で

あ
る
ケ
イ
シ
ー
の
性
格
を
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
本
当
は
「
寂
し
が
り
や
」

で
あ
る
ケ
イ
シ
ー
は
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
と
の
距
離
を
感
じ
る
に
つ
れ
、
別
の
繋
が

り
（
同
性
愛
で
は
な
い
）
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
ケ
イ
シ
ー
が
「
僕
」
に

期
待
し
た
の
は
、「
僕
」
が
ケ
イ
シ
ー
家
に
親
和
性
を
持
つ
、
つ
ま
り
ケ
イ
シ
ー

と
よ
り
親
密
な
関
係
に
な
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
可
能
性
の
確
認
と
言
え
よ
う
。

ケ
イ
シ
ー
は
「
僕
の
家
と
、
レ
コ
ー
ド
を
楽
し
ん
で
く
れ
。
悪
く
な
い
家
だ

よ
」
と
言
っ
た
が
、
ケ
イ
シ
ー
家
は
独
特
の
空
気
を
持
っ
て
い
た
。
居
間
と
音

楽
室
は
、「
神
殿
か
聖
遺
物
安
置
所
」、「
目
に
つ
く
事
物
の
ほ
と
ん
ど
は
、
思

い
出
せ
な
い
く
ら
い
遥
か
昔
か
ら
、
今
と
ま
っ
た
く
同
じ
場
所
に
位
置
を
占
め

続
け
て
い
た
み
た
い
だ
っ
た
」、「
た
だ
で
さ
え
時
間
の
流
れ
の
澱
み
が
ち
な
家

だ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
こ
の
音
楽
室
の
中
で
は
、
し
ば
ら
く
前
か
ら
時
計
が
ぴ

た
り
と
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
み
た
い
に
見
え
た
」
と
感
じ
ら
れ
、
時
間
が

止
め
ら
れ
た
よ
う
な
空
間
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
現
在
で
も
未
来

で
も
な
く
、
過
去
で
あ
る
。

こ
の
独
特
な
空
間
を
「
僕
」
は
、「
ま
る
で
ぴ
っ
た
り
と
サ
イ
ズ
の
合
っ
た

ひ
と
が
た

、
、
、
、

（
引
用
者
注
　
傍
点
は
原
文
に
あ
り
。
以
下
同
様
）
に
自
分
を
埋
め

込
ん
だ
よ
う
な
心
持
ち
だ
っ
た
。
長
い
時
間
を
か
け
て
丁
寧
に
作
り
上
げ
ら
れ

た
と
く
べ
つ
な
親
密
さ
の
よ
う
な
も
の
が
、
そ
こ
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
部
屋
の

あ
ら
ゆ
る
隅
々
に
、
壁
の
小
さ
な
く
ぼ
み
や
、
カ
ー
テ
ン
の
ひ
だ
に
ま
で
、
音

楽
の
響
き
が
居
心
地
良
く
し
み
込
ん
で
い
る
の
だ
」
と
感
じ
取
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
親
和
性
は
「
僕
の
家
と
、
レ
コ
ー
ド
を
楽
し
ん
で
く
れ
」
と
語
っ
た

ケ
イ
シ
ー
が
「
僕
」
に
期
待
し
た
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

そ
し
て
幽
霊
が
現
れ
る
。
ケ
イ
シ
ー
家
で
う
ま
く
眠
り
に
つ
け
て
い
た
「
僕
」

で
あ
っ
た
が
、「
海
岸
の
波
の
音
の
よ
う
な
ざ
わ
め
き
」
に
よ
っ
て
眠
り
か
ら

引
き
ず
り
出
さ
れ
た
。「
誰
か
が
下
に
い
る

、
、
、
、
、
、
、

」
と
思
っ
た
「
僕
」
は
音
の
確
認

を
す
る
た
め
に
階
段
を
降
り
る
が
、
音
楽
や
話
し
声
が
聞
こ
え
た
こ
と
か
ら
泥

棒
で
は
な
い
と
感
じ
る
。
こ
こ
で
の
「
聞
き
覚
え
の
あ
る
有
名
な
曲
だ
っ
た

が
、
題
名
は
思
い
出
せ
な
か
っ
た
」、「
数
多
く
の
人
々
の
声
が
ひ
と
つ
に
交
じ

り
あ
っ
て
い
る
の
で
、
話
の
内
容
ま
で
は
聞
き
取
れ
な
い
」
と
い
っ
た
表
現

に
、
イ
メ
ー
ジ
が
具
体
化
さ
れ
な
い
工
夫
が
見
て
取
れ
る
。
村
上
は
音
楽
に
拘

り
を
も
っ
て
お
り
、
人
物
描
写
よ
り
も
具
体
的
な
音
楽
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
を

喚
起
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
作
家
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
題
名
が
思
い
出
せ
な
い
曲

に
は
意
味
が
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
曲
が
特
定
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
特
定
の
イ

メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
ず
、
彼
ら
が
曖
昧
で
「
現
実
の
人
々
で
は
な
い
」
存
在
、
つ

ま
り
幽
霊
で
あ
る
こ
と
を
的
確
に
描
き
出
し
て
い
る
。

「
僕
」
は
自
分
を
「
パ
ー
テ
ィ
に
は
招
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
」
と

考
え
、
部
屋
に
入
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
は
気
に
な
る
の
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で
「
会
話
の
断
片
を
聞
き
取
ろ
う
と
」
す
る
が
「
会
話
は
渾
然
一
体
と
し
て
、

単
語
ひ
と
つ
識
別
で
き
な
い
」。
そ
の
会
話
は
「
ぶ
厚
い
塗
り
壁
み
た
い
」
で

あ
り
、「
僕
が
入
っ
て
い
く
余
地
は
な
い
よ
う
だ
」
と
感
じ
る
。
こ
の
「
僕
」

と
彼
ら
の
間
に
は
距
離
が
あ
る
と
感
じ
た
時
に
、「
僕
」
は
幽
霊
だ
と
認
識
す

る
の
で
あ
る
。
彼
ら
を
幽
霊
と
認
識
し
て
か
ら
の
「
僕
」
は
彼
ら
へ
の
恐
怖
を

リ
ア
ル
に
感
じ
る
。
秋
枝
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
人
が
い

か
に
し
て
「
異
常
事
態
」
を
把
握
す
る
か
と
い
う
意
識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の

綿
密
な
把
握
の
過
程
」

（
注
３
）

が
描
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
少
し
混
乱
が
収
ま
っ
て
く

る
と
「
怖
さ
を
越
え
た
何
か
、
、

が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
」、「
妙
に
深
く
、
茫
漠

と
し
た
も
の
だ
っ
た
」
と
あ
る
。
幽
霊
は
楽
し
そ
う
で
あ
り
、「
僕
」
に
対
し

て
悪
意
は
全
く
感
じ
ら
れ
な
い
。
結
局
、「
僕
」
は
ド
ア
を
開
け
ず
に
帰
り
、

そ
の
後
幽
霊
と
出
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

②
　
ケ
イ
シ
ー
と
「
僕
」
の
意
識
の
違
い

―
直
接
話
法
に
着
目
し
て
―

ケ
イ
シ
ー
が
戻
っ
て
き
た
時
、「
僕
」
は
「
こ
の
こ
と
は
ケ
イ
シ
ー
に
は
言

わ
な
い
方
が
い
い
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
」
と
思
い
、
幽
霊
の
話
を
し
な
か
っ

た
。
次
の
場
面
は
ケ
イ
シ
ー
と
「
僕
」
の
対
話
で
あ
る
。

「
ど
う
だ
っ
た
、
留
守
の
あ
い
だ
何
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
？
」、

ケ
イ
シ
ー
は
玄
関
先
で
ま
ず
僕
に
そ
う
尋
ね
た
。

「
い
や
、
と
く
に
何
も
な
か
っ
た
よ
。
と
て
も
静
か
で
、
仕
事
が
よ
く
は

か
ど
っ
た
」。
そ
れ
は
ま
っ
た
く
本
当
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
そ
れ
は
実
に
よ
か
っ
た
。
何
よ
り
だ
」
と
ケ
イ
シ
ー
は
嬉
し
そ
う
な
顔

を
し
て
言
っ
た
。
そ
し
て
鞄
か
ら
高
価
な
モ
ル
ト
・
ウ
ィ
ス
キ
ー
を
取
り

出
し
、
お
み
や
げ
と
し
て
く
れ
た
。
僕
ら
は
そ
の
ま
ま
握
手
を
し
て
別

れ
、
僕
は
フ
ォ
ル
ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
を
運
転
し
て
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ア
パ
ー

ト
メ
ン
ト
に
帰
っ
た
。

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、「
僕
」
と
ケ
イ
シ
ー
双
方
の
対
話
に
直
接
話
法
が
用
い

ら
れ
る
の
は
こ
の
場
面
が
唯
一
で
あ
る
。
他
の
場
面
は
間
接
話
法
か
、
一
方
の

直
接
話
法
に
な
っ
て
い
る
。
間
接
話
法
を
基
調
と
す
る
叙
述
に
埋
め
込
ま
れ
た

直
接
話
法
は
、
そ
れ
だ
け
で
焦
点
化
す
る
。
直
接
話
法
の
特
徴
は
リ
ア
リ
テ
ィ
や

臨
場
感
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
り
、
特
に
、
戯
曲
に
お
い
て
直
接
話
法
は
こ
こ

ぞ
と
い
う
場
所
で
し
か
用
い
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る

（
注
４
）

。

こ
の
場
面
に
お
け
る
「
僕
」
と
ケ
イ
シ
ー
と
の
間
に
は
い
く
つ
か
不
自
然
な

点
が
あ
る
。
ケ
イ
シ
ー
は
玄
関
先
で
開
口
一
番
、「
何
か
か
わ
っ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
？
」
と
聞
い
て
く
る
。
留
守
を
預
け
た
家
主
の
普
通
の
挨
拶
の
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
が
、
焦
点
化
さ
れ
た
直
接
話
法
に
な
っ
て
い
る
こ
と
や
、
直
前
の

幽
霊
と
の
関
係
か
ら
、
含
み
の
あ
る
会
話
と
し
て
も
読
め
る
設
定
が
な
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
こ
の
家
は
訪
れ
る
人
も
な
く
、
ご
く
穏
や
か
な
場
所
に
あ
る
の

で
「
か
わ
っ
た
こ
と
」
は
起
こ
り
に
く
い
。
ケ
イ
シ
ー
の
性
格
造
形
と
し
て
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「
ス
マ
ー
ト
さ
」
が
記
さ
れ
て
き
た
。「
玄
関
先
で
ま
ず
」
聞
い
て
く
る
点
に
、

「
か
わ
っ
た
こ
と
」
が
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
、
ケ
イ
シ
ー
に
と
っ
て

は
、
そ
れ
が
最
も
知
り
た
い
こ
と
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
行
為
は
い
つ

も
の
「
ス
マ
ー
ト
」
な
振
る
舞
い
を
越
え
て
い
る
。

し
か
し
、「
僕
」
は
「
と
く
に
何
も
な
か
っ
た
」
と
答
え
る
。「
僕
」
は
幽
霊

に
は
一
切
触
れ
ず
に
、
そ
の
問
い
を
礼
儀
正
し
く
受
け
流
す
。
更
に
、〈
ロ
ン

ド
ン
の
話
を
聞
い
た
〉
な
ど
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
な
の
に
、
玄
関
先
で
簡
単
な

立
ち
話
を
し
、
握
手
を
し
て
別
れ
る
と
い
う
展
開
は
、
一
週
間
も
留
守
を
預
け

た
関
係
に
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。「
僕
」
は
ケ
イ
シ
ー
に
嘘
も
つ
か
ず
、
深

入
り
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。

「
僕
」
は
幽
霊
の
気
配
を
感
じ
た
こ
と
を
ケ
イ
シ
ー
に
話
す
こ
と
も
で
き
た

は
ず
で
あ
る
。「
幽
霊
」
の
こ
と
を
話
さ
な
か
っ
た
の
は
、
ケ
イ
シ
ー
へ
の
配

慮
と
言
え
る
が
、
ケ
イ
シ
ー
と
深
く
関
わ
り
あ
う
と
い
っ
た
関
係
に
な
い
こ
と

の
現
れ
で
も
あ
る
。「
僕
」
は
礼
儀
正
し
く
て
、
配
慮
が
で
き
る
人
間
で
あ
る

が
、
ケ
イ
シ
ー
は
一
定
の
距
離
の
あ
る
友
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

直
接
話
法
の
対
話
に
お
い
て
見
え
て
き
た
も
の
は
、
ス
マ
ー
ト
さ
を
越
え
て
前

の
め
り
で
質
問
を
し
て
き
た
ケ
イ
シ
ー
と
、
礼
儀
正
し
く
受
け
流
す
「
僕
」
と
い
う

構
図
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
ケ
イ
シ
ー
と
「
僕
」
と
の
意
識
の
ズ
レ
を
表
し

て
い
よ
う
。
こ
の
意
識
の
ズ
レ
が
半
年
後
の
ケ
イ
シ
ー
の
激
変
に
関
わ
っ
て
く
る
。

２
　
ケ
イ
シ
ー
の
告
白
　
―
後
半
―

①

「
僕
」
と
ケ
イ
シ
ー
の
意
識
の
ズ
レ

木
股
知
史
氏
は
、「
僕
」
が
幽
霊
に
会
っ
た
体
験
と
、
少
年
ケ
イ
シ
ー
が
父

の
眠
り
に
接
し
た
体
験
に
お
け
る
感
情
の
類
似
性
に
注
目
し
、「
だ
か
ら
、「
僕
」

は
ケ
イ
シ
ー
の
告
白
を
あ
る
深
さ
で
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
」
と
述
べ

て
い
る

（
注
５
）

。
私
は
、「
僕
」
が
ケ
イ
シ
ー
の
告
白
を
深
く
理
解
し
て
い
る
の
か
、

疑
問
に
思
う
。
む
し
ろ
、
ケ
イ
シ
ー
と
「
僕
」
と
に
は
意
識
の
ズ
レ
が
生
じ
て

い
る
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
僕
」
は
ケ
イ
シ
ー
と
半
年
会
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
間
「
僕
」
は
「
長
い
小

説
の
最
後
の
追
い
込
み
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合
を

べ
つ
に
す
れ
ば
、
誰
か
に
会
っ
た
り
ど
こ
か
に
出
か
け
た
り
す
る
よ
う
な
余
裕

を
も
た
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。「
僕
」
は
小
説
に
集
中
し
て
お
り
、
普
段
よ
り

も
周
り
に
対
す
る
関
心
が
薄
か
っ
た
。

こ
の
間
、
ケ
イ
シ
ー
は
「
僕
」
に
何
度
か
電
話
を
か
け
て
お
り
、「
ジ
ェ
レ

ミ
ー
の
母
親
が
亡
く
な
り
、
そ
の
無
口
な
ピ
ア
ノ
調
律
師
は
も
う
ず
っ
と
ウ
ェ

ス
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
に
行
き
っ
き
り
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
を
聞

く
。
こ
れ
は
ケ
イ
シ
ー
に
と
っ
て
は
愛
す
る
人
の
喪
失
で
あ
り
、
重
大
な
出
来

事
で
あ
る
が
、
関
心
が
薄
く
な
っ
て
い
る
「
僕
」
は
世
間
話
程
度
に
し
か
感
じ

取
れ
な
い
。「
ひ
ど
く
寂
し
が
り
や
」
で
つ
ね
に
「
誰
か
の
そ
ば
に
い
る
」
マ

イ
ル
ズ
の
描
写
が
ケ
イ
シ
ー
に
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
ケ
イ
シ
ー
は
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こ
の
時
、「
僕
」
に
そ
ば
に
い
て
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
電
話
が
何
度
か

か
か
っ
て
き
て
」
と
い
う
表
現
は
、
ケ
イ
シ
ー
が
「
僕
」
に
あ
る
サ
イ
ン
を
出
し

て
い
る
こ
と
を
示
す
が
、「
僕
」
は
そ
の
サ
イ
ン
の
意
味
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。

愛
す
る
人
（
ジ
ェ
レ
ミ
ー
）
に
去
ら
れ
、
会
い
た
い
人
（「
僕
」）
に
会
え
な

か
っ
た
ケ
イ
シ
ー
は
、
半
年
間
で
激
変
す
る
。
こ
こ
で
初
め
て
会
っ
た
時
の
ケ

イ
シ
ー
と
、
激
変
し
た
後
の
描
写
を
挙
げ
る
。

ケ
イ
シ
ー
は
イ
タ
リ
ア
風
の
し
ゃ
れ
た
白
い
シ
ャ
ツ
を
着
て
、
ボ
タ
ン
を
い

ち
ば
ん
上
ま
で
と
め
、
淡
い
茶
色
の
カ
シ
ミ
ア
の
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
を
着
て
、

柔
ら
か
な
生
地
の
コ
ッ
ト
ン
の
パ
ン
ツ
を
は
い
て
い
た
。
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・

ア
ル
マ
ー
ニ
風
の
小
さ
な
眼
鏡
を
か
け
て
い
た
。
と
て
も
ス
マ
ー
ト
だ
。

ケ
イ
シ
ー
は
前
に
会
っ
た
と
き
に
比
べ
て
、
び
っ
く
り
す
る
く
ら
い
老
け

込
ん
で
い
た
。
見
違
え
た
ほ
ど
だ
っ
た
。
十
歳
は
年
を
と
っ
て
見
え
た
。

白
髪
の
増
え
た
髪
は
耳
の
上
で
長
く
伸
び
、
目
の
下
が
袋
の
よ
う
に
な
っ

て
黒
く
た
る
ん
で
い
た
。
手
の
甲
の
皺
ま
で
増
え
た
み
た
い
だ
。
外
見
に

細
か
く
気
を
遣
う
ス
マ
ー
ト
な
ケ
イ
シ
ー
と
し
て
は
、
ち
ょ
っ
と
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

愛
す
る
人
と
会
い
た
い
人
の
不
在
は
、
ケ
イ
シ
ー
を
一
気
に
老
化
さ
せ
る
。

そ
れ
は
死
の
世
界
に
近
づ
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
の
話
を
す
る
ケ

イ
シ
ー
は
「
首
を
軽
く
左
右
に
振
り
な
が
ら
沈
ん
だ
声
で
僕
に
言
っ
た
」
と
描

写
さ
れ
、
更
に
「
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
ろ
く
で
も
な
い
星
座
の
話
だ
」
と
語

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
は
じ
め
に
颯
爽
と
現
れ
た
「
ス
マ
ー
ト
」
な
ケ
イ
シ
ー

の
面
影
は
な
い
。

ケ
イ
シ
ー
は
自
分
に
と
っ
て
「
僕
」
が
特
別
な
人
間
だ
と
感
じ
て
い
た
の

で
、「
僕
」
に
一
族
の
秘
密
―
愛
す
る
人
を
失
っ
た
時
に
死
ん
だ
よ
う
に
眠
る

儀
式
の
よ
う
な
も
の
―
を
打
ち
明
け
た
。
告
白
に
お
い
て
父
へ
の
愛
情
を
語

り
、
自
身
の
孤
独
を
語
っ
た
ケ
イ
シ
ー
で
あ
る
が
、
父
の
死
後
、
急
激
な
老
化

は
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
半
年
の
間
に
起
き
た
こ
と
の
方
が
、
ケ
イ
シ

ー
の
心
を
弱
ら
せ
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。

最
後
に
ケ
イ
シ
ー
は
「
僕
が
今
こ
こ
で
死
ん
で
も
、
世
界
中
の
誰
も
、
僕
の

た
め
に
そ
ん
な
に
深
く
眠
っ
て
は
く
れ
な
い
」
と
自
身
の
孤
独
を
吐
露
す
る
。

前
出
の
中
野
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
ケ
イ
シ
ー
の
告
白
か

ら
、
ケ
イ
シ
ー
が
強
く
求
め
て
い
る
の
は
、
自
分
の
た
め
に
深
く
眠
る
ほ
ど
の

悲
哀
・
愛
を
感
じ
て
く
れ
る
人
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

佐
野
正
俊
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
注
６
）

。

愛
す
る
者
を
失
う
度
に
「
ケ
イ
シ
ー
」
の
一
族
に
訪
れ
る
「
眠
り
」、
す

な
わ
ち
「
別
の
か
た
ち
を
と
」
っ
た
愛
惜
の
念
に
対
し
て
、
心
か
ら
共
感

す
る
「
僕
」
が
し
っ
か
り
と
語
ら
れ
て
い
る
。（
略
）
国
籍
や
こ
れ
ま
で

の
境
遇
を
全
く
異
に
す
る
二
人
が
「
僕
」
の
「
短
編
」
を
媒
介
に
し
て
、
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静
か
に
あ
く
ま
で
も
静
か
に
、
し
か
し
魂
の
奥
底
で
堅
く
結
び
つ
く
こ

と
。
こ
の
よ
う
な
希
有
な
「
出
来
事
」
が
生
じ
た
の
が
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン

の
幽
霊
」（「
ロ
ン
グ
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
」）
の
世
界
で
あ
る
。

も
し
二
人
が
「
魂
の
奥
底
で
堅
く
結
び
つ
く
こ
と
」
が
で
き
た
の
で
あ
れ

ば
、
物
語
の
結
末
に
お
い
て
ケ
イ
シ
ー
は
「
僕
が
今
こ
こ
で
死
ん
で
も
、
世
界

中
の
誰
も
、
僕
の
た
め
に
そ
ん
な
に
深
く
は
眠
っ
て
く
れ
な
い
」
と
は
言
わ
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
言
葉
は
現
在
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
が
い

な
い
と
い
う
告
白
で
あ
る
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
は
、
ケ
イ
シ
ー
を
こ
ち
ら
側
へ
引
き

留
め
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
「
僕
」
も
そ
の
力

を
持
っ
て
い
た
。
だ
が
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
は
そ
の
場
に
存
在
し
続
け
る
こ
と
が
で

き
ず
、「
僕
」
は
ケ
イ
シ
ー
と
交
わ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
の
家
に
一
人
残
さ
れ

た
ケ
イ
シ
ー
が
急
激
に
老
け
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、
自
然
だ
っ
た
。

し
か
し
、「
僕
」
は
ケ
イ
シ
ー
の
思
い
に
気
づ
か
な
か
っ
た
。
最
初
の
ジ
ェ

レ
ミ
ー
の
話
に
は
「
気
の
毒
だ
ね
（I'm

really
sorry

）」
と
だ
け
か
え
す
。

ケ
イ
シ
ー
の
最
後
の
告
白
、「
僕
が
今
こ
こ
で
死
ん
で
も
、
世
界
中
の
誰
も
、

僕
の
た
め
に
そ
ん
な
に
深
く
は
眠
っ
て
く
れ
な
い
」
と
い
う
痛
切
な
思
い
に
も

何
も
答
え
な
い
。
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ケ
イ
シ
ー
の
言
葉
は
こ
れ
が
最
後
で
あ

り
、
こ
の
言
葉
に
対
す
る
「
僕
」
の
反
応
は
書
か
れ
て
い
な
い
。「
僕
」
は
打

ち
明
け
て
く
れ
た
ケ
イ
シ
ー
の
思
い
を
く
み
取
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

②

「
僕
」
は
な
ぜ
語
ろ
う
と
し
た
の
か

「
僕
」
は
な
ぜ
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
の
話
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か
。

「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
「
こ
れ
は
数
年
前
に
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
事
情
が
あ
っ
て
、
人
物
の
名
前
だ
け
は
変
え
た
け
れ
ど
、
そ
れ
以
外
は

事
実
だ
」
と
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
表
現
か
ら
は
、
心
に
ひ
っ
か
か
っ
て

い
る
物
事
を
語
り
た
い
と
い
う
思
い
が
読
み
取
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
「
あ
る

深
さ
で
理
解
」（
木
股
氏
）
し
た
結
果
や
「
魂
の
奥
底
の
結
び
つ
き
」（
佐
野

氏
）、「
記
憶
の
死
に
抗
す
る
試
み
」（
中
野
氏
）
と
い
っ
た
、
意
識
的
で
積
極

的
な
営
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
心
に
ひ
っ
か
か
っ
て
い
る
奇
妙
な
話

（
幽
霊
譚
・
ケ
イ
シ
ー
の
告
白
）
の
意
味
が
わ
か
ら
ず
、
そ
の
奇
妙
さ
を
「
記

す
」
こ
と
で
整
理
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
は
な
か
っ
た
の
か

（
注
７
）

。

テ
ク
ス
ト
は
前
半
と
後
半
と
に
お
い
て
、「
僕
」
の
心
情
の
語
り
方
に
変
化

が
あ
る
。
前
半
の
幽
霊
譚
に
お
け
る
「
僕
」
の
感
情
は
非
常
に
リ
ア
ル
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
「
人
が
い
か
に
し
て
「
異
常
事
態
」
を
把
握
す
る
か
と
い
う
意

識
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
の
綿
密
な
把
握
の
過
程
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
対
し

て
、
後
半
の
ケ
イ
シ
ー
と
の
や
り
と
り
で
は
、
殆
ど
が
ケ
イ
シ
ー
の
告
白
で
あ

り
、
聞
き
手
で
あ
る
「
僕
」
の
心
情
が
表
れ
て
い
る
の
は
、「「
気
の
毒
だ
ね

（I'm
really

sorry

）」
と
僕
は
言
っ
た
。
で
も
い
っ
た
い
誰
に
対
し
て
そ
う
言

っ
て
い
る
の
か
、
自
分
で
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
だ
け
で
あ
る
。
ケ
イ
シ
ー
の

話
の
深
刻
さ
に
比
べ
て
、「
僕
」
の
感
情
の
現
れ
方
は
極
め
て
淡
泊
で
あ
る
。
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前
半
の
幽
霊
譚
で
語
ら
れ
た
「
僕
」
の
感
情
の
表
れ
は
、
後
半
に
は
全
く
描
か

れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
前
半
の
重
心
は
「
僕
」
が
幽
霊
に
出
会
っ
た
こ
と
で

あ
り
、
後
半
の
重
心
は
ケ
イ
シ
ー
の
孤
独
、
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
し

て
、
前
半
と
後
半
の
繋
が
り
は
、
結
末
部
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

と
き
ど
き
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
を
思
い
出
す
。
ケ
イ
シ
ー
の
古
い
屋

敷
の
居
間
で
、
真
夜
中
に
に
ぎ
や
か
な
パ
ー
テ
ィ
を
開
い
て
い
た
得
体
の

知
れ
な
い
数
多
く
の
幽
霊
た
ち
の
こ
と
を
。
そ
し
て
鎧
戸
を
ぴ
た
り
と
閉

め
た
二
階
の
寝
室
で
、
予
備
的
な
死
者
の
よ
う
に
こ
ん
こ
ん
と
深
く
眠
り

続
け
る
孤
独
な
ケ
イ
シ
ー
と
、
彼
の
父
親
の
こ
と
を
。
人
な
つ
っ
こ
い
犬

の
マ
イ
ル
ズ
と
、
息
を
飲
む
ほ
ど
立
派
な
レ
コ
ー
ド
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の

こ
と
を
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
の
弾
く
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
と
、
玄
関
前
に
停
ま
っ
て

い
る
青
い
Ｂ
Ｍ
Ｗ
ワ
ゴ
ン
の
こ
と
を
。
で
も
そ
れ
ら
は
み
ん
な
ひ
ど
く
遠

い
過
去
に
、
ひ
ど
く
遠
い
場
所
で
起
こ
っ
た
出
来
事
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
つ
い
こ
の
あ
い
だ
経
験
し
た
ば
か
り
の
こ
と
な
の
に
。

こ
れ
ま
で
誰
か
に
こ
の
話
を
し
た
こ
と
は
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
か
な

り
奇
妙
な
話
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
遠
さ
、
、

の
故
に
、
僕

に
は
そ
れ
が
ち
っ
と
も
奇
妙
な
こ
と
に
思
え
な
い
の
だ
。

こ
こ
で
は
ケ
イ
シ
ー
に
関
わ
る
物
事
が
並
列
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。「
僕
」
に
と
っ
て
は
、
幽
霊
た
ち
、
ケ
イ
シ
ー
と
父
、
犬
の
マ
イ
ル

ズ
、
レ
コ
ー
ド
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
、
Ｂ
Ｍ
Ｗ
ワ
ゴ
ン
は
同
列

で
、「
遠
い
」
出
来
事
な
の
で
あ
る
。「
孤
独
な
ケ
イ
シ
ー
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、「
僕
」
は
ケ
イ
シ
ー
の
孤
独
を
感
じ
取
っ
て
は
い
る
。「
僕
」
は
ケ
イ
シ
ー

の
孤
独
に
気
が
つ
い
て
い
る
が
、
ケ
イ
シ
ー
が
「
僕
」
を
求
め
た
こ
と
に
は
気

づ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
幽
霊
や
ケ
イ
シ
ー
の
孤
独
を
〈「
遠
い
」
出
来
事
〉、

つ
ま
り
自
分
と
は
密
接
に
関
わ
ら
な
い
と
位
置
づ
け
た
こ
と
か
ら
言
え
る
。
最

後
に
「
僕
に
は
そ
れ
が
ち
っ
と
も
奇
妙
な
こ
と
に
思
え
な
い
」
と
語
り
終
え
る

が
、
そ
れ
は
、「
僕
」
の
中
で
、
一
つ
の
整
理
が
つ
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
、
前
半
の
幽
霊
譚
に
お
け
る
「
僕
」
の
リ
ア

ル
な
感
情
と
後
半
の
ケ
イ
シ
ー
の
痛
切
な
孤
独
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
を
繋
ぐ
も
の
は
明
確
に
描
か
れ
ず
、
最
後
に
「
僕
」
は
全
て
を
並
列
の
物

事
と
し
、〈「
遠
い
」
出
来
事
〉
と
括
っ
て
し
ま
う
。
前
半
も
後
半
も
ケ
イ
シ
ー

は
「
僕
」
に
繋
が
り
を
求
め
よ
う
と
模
索
し
て
い
た
。
し
か
し
、「
僕
」
は
そ

れ
に
気
づ
か
ず
、
正
体
が
明
か
さ
れ
な
か
っ
た
幽
霊
と
ケ
イ
シ
ー
を
同
列
に
扱

う
。「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
、
前
半
と
後
半
を
有
機
的
に
繋
が
ず
曖
昧

に
す
る
こ
と
で
、
ケ
イ
シ
ー
の
孤
独
と
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
「
僕
」
と
い
う
、

二
人
の
〈
す
れ
違
う
姿
〉
を
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

３
　
村
上
と
「
父
」

―
「
別
の
か
た
ち
を
と
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
も
の
ご
と
―

こ
こ
で
少
し
視
点
を
変
え
て
み
た
い
。「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
ケ
イ
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シ
ー
の
父
に
対
す
る
複
雑
な
感
情
が
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
村
上
文
学
に
お

い
て
「
父
子
」
が
物
語
に
大
き
く
関
わ
っ
た
か
た
ち
で
現
れ
た
初
期
の
テ
ク
ス

ト
と
言
え
る
。
た
だ
、
ケ
イ
シ
ー
の
告
白
は
唐
突
に
始
ま
り
、
父
に
対
し
「
精

神
的
に
感
情
的
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
」
と
語
ら
れ
る
。

村
上
自
身
は
長
い
間
「
父
」
千
秋
氏
と
疎
遠
だ
っ
た
。
村
上
の
両
親
の
承
諾

を
得
な
い
ま
ま
、
陽
子
夫
人
と
結
婚
し
た
頃
か
ら
、
父
子
に
は
い
つ
も
距
離
が

生
ま
れ
て
お
り
、
公
の
場
で
父
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た

（
注
８
）

。
村
上

文
学
に
は
一
九
九
〇
年
代
ま
で
殆
ど
「
父
」
な
る
も
の
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ

た
（
二
〇
〇
二
年
「
海
辺
の
カ
フ
カ
」、
二
〇
〇
九
〜
一
〇
年
「
１
Ｑ
８
４
」

に
お
い
て
「
父
」
が
重
要
な
存
在
と
し
て
登
場
す
る
）。
次
の
文
章
は
イ
ア
ン
・

ブ
ル
マ
氏
の
一
九
九
六
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る

（
注
９
）

。

村
上
は
自
分
の
父
親
に
つ
い
て
話
し
は
じ
め
た
。
父
親
と
は
今
で
は
疎
遠

に
な
っ
て
お
り
、
滅
多
に
会
う
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
父
親
は

戦
前
は
将
来
を
期
待
さ
れ
た
京
都
大
学
の
学
生
だ
っ
た
。
在
学
中
に
徴
兵

で
陸
軍
に
入
り
、
中
国
へ
渡
っ
た
。
村
上
は
子
供
の
頃
に
一
度
、
父
親
が

ド
キ
ッ
と
す
る
よ
う
な
中
国
で
の
経
験
を
語
っ
て
く
れ
た
の
を
覚
え
て
い

る
。
そ
の
話
が
ど
う
い
う
も
の
だ
っ
た
か
は
記
憶
に
な
い
。
目
撃
談
だ
っ

た
か
も
知
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
自
ら
が
手
を
下
し
た
こ
と
か
も
知
れ
な

い
。
と
に
か
く
ひ
ど
く
悲
し
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
彼
は
、
内
緒
話

を
打
ち
明
け
る
と
い
っ
た
調
子
で
な
く
、
さ
り
気
な
く
伝
え
る
よ
う
に
抑

揚
の
な
い
声
で
言
っ
た
。「
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
そ
れ
が
原
因
で
い
ま
だ

に
中
華
料
理
が
食
べ
ら
れ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
」

父
親
に
中
国
の
こ
と
を
も
っ
と
聞
か
な
い
の
か
、
と
私
は
尋
ね
た
。「
聞

き
た
く
な
か
っ
た
」
と
彼
は
言
っ
た
。「
父
に
と
っ
て
も
心
の
傷
で
あ
る

に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
僕
に
と
っ
て
も
心
の
傷
な
の
だ
。
父
と
は
う
ま
く

い
っ
て
い
な
い
。
子
ど
も
を
作
ら
な
い
の
は
そ
の
せ
い
か
も
知
れ
な
い
」。

私
は
黙
っ
て
い
た
。
彼
は
な
お
も
続
け
た
。「
僕
の
血
の
中
に
は
彼
の

経
験
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
思
う
。
そ
う
い
う
遺
伝
が
あ
り
得
る
と
僕
は

信
じ
て
い
る
」。
村
上
は
父
親
の
こ
と
を
語
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
。
口
に
し
て
し
ま
っ
て
心
配
に
な
っ
た
ら
し
い
。
翌
日
電
話
を
か
け

て
き
て
、
あ
の
こ
と
は
書
き
た
て
な
い
で
く
れ
と
言
っ
た
。

イ
ア
ン
・
ブ
ル
マ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
た
時
期
に
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の

幽
霊
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
父
に
と
っ
て
も
心
の
傷
で
あ
る
に
違

い
な
い
。
だ
か
ら
僕
に
と
っ
て
も
心
の
傷
な
の
だ
。
父
と
は
う
ま
く
い
っ
て
い

な
い
。
子
ど
も
を
作
ら
な
い
の
は
そ
の
せ
い
か
も
知
れ
な
い
」、「
僕
の
血
の
中

に
は
彼
の
経
験
が
入
り
込
ん
で
い
る
と
思
う
。
そ
う
い
う
遺
伝
が
あ
り
得
る
と

僕
は
信
じ
て
い
る
」
と
い
っ
た
点
に
父
の
存
在
の
大
き
さ
と
、
複
雑
な
思
い
が

交
錯
し
て
い
る
姿
が
み
て
と
れ
る
。

「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
の
父
子
関
係
に
つ
い
て
、
駒
ヶ
嶺
泰
暁
氏
は

「「
ケ
イ
シ
ー
」
と
そ
の
「
父
」
も
し
く
は
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
す
る
父
性
愛
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的
な
「
家
」
と
の
葛
藤
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
」
と

問
題
提
起
し
て
い
る

（
注
10
）

。
氏
の
考
察
は
村
上
と
父
と
の
関
係
に
は
触
れ
て
い
な
い

が
、
そ
の
ま
ま
村
上
と
父
と
の
関
係
に
重
な
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ケ
イ

シ
ー
と
父
の
関
係
を
「
彼
は
「
父
」
的
な
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
に
連
な
る
「
家
」

的
な
も
の
を
意
識
的
に
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
忌
避
し
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
村
上
と
父
と
の
関
係
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
。
ケ
イ
シ

ー
も
村
上
も
「
家
」
を
継
続
さ
せ
る
子
ど
も
を
作
ら
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
「「
ケ

イ
シ
ー
」
は
、
自
分
も
「
眠
り
」
を
経
験
し
た
こ
と
で
、「
父
」
そ
し
て
「
家
」

の
「
愛
」
の
あ
り
方
を
何
よ
り
自
分
自
身
が
保
有
し
て
い
る
こ
と
を
、
こ
の
時

「
よ
う
や
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
の
で
あ
る
」
と
い
う
考
察
は
、
村
上

が
イ
ア
ン
・
ブ
ル
マ
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
語
っ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
描
か
れ

て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

ケ
イ
シ
ー
と
父
と
の
関
係
に
〈
村
上
と
父
〉
と
の
関
係
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る

な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
「
あ
る
種
の
も

の
ご
と
は
、
別
の
か
た
ち
を
取
る
ん
だ
。
そ
れ
は
別
の
か
た
ち
を
と
ら
ず
に
は

い
ら
れ
な
い
ん
だ
」
と
い
う
文
章
に
は
、
別
の
意
味
あ
い
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま

り
、
ケ
イ
シ
ー
が
語
っ
た
父
へ
の
思
い
―
反
発
心
と
「
愛
」
の
再
確
認
―
は
、

村
上
自
身
の
父
へ
の
思
い
が
「
別
の
か
た
ち
」
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
「
別
の
か
た
ち
を
と
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」
も
の
ご
と
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
ケ
イ
シ
ー
の
告
白
に
お
け
る
父
へ
の
愛
情
の
吐
露
の
唐
突
さ
に
は
、

そ
う
い
っ
た
村
上
の
意
識
下
に
あ
っ
た
父
へ
の
思
い
が
、
は
か
ら
ず
も
ケ
イ
シ

ー
の
言
葉
に
に
じ
み
出
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
村
上

文
学
に
お
い
て
父
の
存
在
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
く
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
に
お
い
て
に
じ
み
出
た
父
へ
の
本
音
の
発
露
は
、

看
過
で
き
な
い
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
言
え
る
。
な
お
、
こ
の
「
父
」
と
和
解
し

た
こ
と
を
公
に
表
明
し
た
の
は
、
二
〇
〇
九
年
の
「
エ
ル
サ
レ
ム
賞
ス
ピ
ー

チ
」
で
あ
る
。

「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
前
半
と
後
半
に
断
絶
が
あ
る
。
前
半
は
「
幽

霊
譚
」
に
重
心
が
あ
り
、
後
半
は
ケ
イ
シ
ー
の
孤
独
の
吐
露
が
あ
る
が
、
そ
こ

に
は
自
身
の
「
父
」
へ
の
複
雑
な
思
い
が
に
じ
み
出
て
い
る
。「
レ
キ
シ
ン
ト

ン
の
幽
霊
」
の
断
絶
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
描
こ
う
と
し
た
モ
チ
ー
フ
の
断
絶
な
の

で
あ
る
。
結
末
部
が
曖
昧
な
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
チ
ー
フ
を
無
理
に
統
合
さ

せ
な
い
、
と
い
う
一
つ
の
方
法
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
曖
昧
に
括
ら

れ
る
こ
と
で
、「
僕
」
と
ケ
イ
シ
ー
の
間
に
は
〈
す
れ
違
い
〉
が
あ
る
こ
と
が

描
か
れ
、
そ
れ
は
ま
た
隠
れ
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
「
父
」
と
「
子
」
の
〈
す
れ

違
い
〉
を
含
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

「
冒
頭
作
」
と
し
て
の
機
能

―
短
編
集
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
の
構
成
―

最
後
に
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
の
「
曖
昧
さ
」
と
い
う
方
法
が
、
短

編
集
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
の
「
冒
頭
作
」
と
し
て
一
つ
の
機
能
を
果
た

し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
き
た
い
。
次
の
表
は
、
テ
ク
ス
ト
の
収
録
順
に
主
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要
モ
チ
ー
フ
・
特
徴
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

１
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
―
幽
霊
・
奇
病
・
父
子
関
係
〈
救
い
な
し
〉

２
、「
緑
色
の
獣
」

―
獣
・
女
性
一
人
称
〈
救
い
な
し
〉

３
、「
沈
黙
」

―
ト
ラ
ウ
マ
語
り
〈
救
い
な
し
〉

４
、「
氷
男
」

―
絶
対
的
孤
独
女
性
・
女
性
一
人
称

５
、「
ト
ニ
ー
滝
谷
」

―
絶
対
的
孤
独
男
性
・
父
子
関
係

６
、「
七
番
目
の
男
」

―
ト
ラ
ウ
マ
語
り
〈
救
い
あ
り
〉

７
、「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、眠
る
女
」
―
奇
病
〈
救
い
あ
り
〉

１
―
２
（
幽
霊
・
獣
―
人
間
で
な
い
も
の
）、
１
―
５
（
父
子
関
係
）、
１

―
７
（
奇
病
）、
２
―
４
（
女
性
一
人
称
）、
３
―
６
（
ト
ラ
ウ
マ
語
り
）、
４

―
５
（
絶
対
的
孤
独
）
の
よ
う
に
、『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
は
「
対
」
が

強
く
意
識
さ
れ
た
短
編
集
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
対
」
は
テ
ー
マ
や
構

造
が
同
じ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
男
女
に
分
か
れ
た
り
、
結
末
が
〈
救
い
な
し
〉

〈
救
い
あ
り
〉
な
ど
変
奏
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
配
列
に
目
を
向
け
る
と
、
前

半
で
救
い
が
な
い
モ
チ
ー
フ
を
語
り
、
後
半
で
救
い
を
見
出
し
て
い
る
配
列
意

識
が
窺
え
る
。

短
編
集
の
流
れ
は
、
冒
頭
か
ら
五
作
続
け
て
「
癒
や
さ
れ
な
い
孤
独
」
が

様
々
な
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
１
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」、
２
「
緑
色
の

獣
」、
３
「
沈
黙
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
〈
救
い
な
し
〉
の
結
末
で
あ
る
が
、
そ

の
内
実
が
変
容
し
て
い
る
。
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」

は
、
ケ
イ
シ
ー
の
孤
独
の
吐
露
に
対
し
、
そ
の
思
い
に
気
づ
く
こ
と
が
な
か
っ

た
「
僕
」
が
描
か
れ
て
い
る
。
ケ
イ
シ
ー
が
求
め
て
い
る
の
は
、
ケ
イ
シ
ー
の

死
に
際
し
て
深
く
眠
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
痛
切
な
悲
哀
を
感
じ
て
く

れ
る
誰
か
で
あ
る
。
し
か
し
、「
僕
」
は
ケ
イ
シ
ー
の
思
い
に
気
づ
か
な
か
っ

た
。
こ
れ
を
受
け
、
２
「
緑
色
の
獣
」
は
「
私
」
の
本
心
が
「
緑
色
の
獣
」
に

読
み
取
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
本
心
は
残
酷
な
思
い
で
あ
り
、

残
酷
さ
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
り
、
獣
は
消
滅
し
て
い
く
。
心
が
伝
わ
り
す
ぎ

る
が
故
の
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
。
３
「
沈
黙
」
は
、
い
じ
め
を
受
け
て
い
た

大
沢
さ
ん
が
本
当
の
「
怖
さ
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
語
っ
た
物
語
で
あ
る
。
自

身
の
「
ト
ラ
ウ
マ
」
を
語
っ
た
後
で
大
沢
さ
ん
は
「
沈
黙
」
の
悪
夢
を
見
続
け

る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
く
、
語
り
に
よ
る
救
い
は
な
い
。
一
回
の
語
り
で
は
克

服
が
で
き
な
い
「
ト
ラ
ウ
マ
」
の
深
刻
さ
が
描
か
れ
て
い
る
。
１
・
２
・
３
は

集
の
中
心
に
向
け
て
、〈
救
い
の
な
さ
〉
が
密
度
を
増
し
て
い
く
構
成
に
な
っ

て
い
る
。

〈
救
い
な
し
〉
の
物
語
群
の
あ
と
に
、
絶
対
的
孤
独
の
物
語
が
二
作
配
さ
れ

て
い
る
。
か
つ
て
私
は
二
作
に
絶
対
的
孤
独
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
が
あ
る
と
論
じ

た
こ
と
が
あ
る

（
注
11
）

。
４
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
の
ト
ニ
ー
の
孤
独
は
、
愛
す
る
対
象
が

誰
一
人
い
な
く
な
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
５
「
氷
男
」
の
「
私
」
の
孤
独
は
、
愛

し
て
く
れ
る
人
（
氷
男
）
は
い
る
が
、
そ
こ
に
は
心
の
交
流
が
な
い
。「
ト
ニ

ー
滝
谷
」
は
男
性
側
の
悲
劇
の
物
語
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
語
り
手
が
ト

ニ
ー
に
寄
り
添
っ
て
ト
ニ
ー
の
悲
劇
を
成
立
さ
せ
る
語
り
を
し
て
い
た
。
そ
こ
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で
は
妻
の
内
面
は
殆
ど
語
ら
れ
ず
、
夫
の
加
害
性
も
見
え
に
く
い
形
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
彼
女
の
内
面
を
語
っ
た
の
が
「
氷
男
」
と
考
え
る
な
ら
ば
、
ト
ニ

ー
の
悲
劇
を
相
対
化
す
る
「
対
」
の
存
在
と
な
る
。
ト
ニ
ー
は
妻
を
愛
し
て
い

た
が
、
そ
の
愛
は
彼
女
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
生
ん
で
お
ら
ず
、
そ
れ

が
買
い
物
嗜
癖
へ
進
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
更
な
る
皮
肉
で
あ
る
。
相

対
化
を
互
い
が
行
う
こ
と
に
よ
り
男
女
間
の
緊
張
が
生
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
「
癒
や
さ
れ
な
い
孤
独
」
の
諸
相
が
描
か
れ
た
後
で
、〈
救
い
あ
り
〉

の
物
語
（「
孤
独
か
ら
の
回
復
の
過
程
」）
が
配
さ
れ
て
い
る
。
６
・
７
と
も
前

半
で
用
い
ら
れ
た
〈
救
い
な
し
〉
の
モ
チ
ー
フ
を
〈
救
い
あ
り
〉
へ
と
変
奏
さ

せ
て
い
る
。

６
「
七
番
目
の
男
」
は
、
３
「
沈
黙
」
と
同
様
に
「
ト
ラ
ウ
マ
」
を
抱
え
た

男
が
聴
き
手
に
「
ト
ラ
ウ
マ
」
を
語
る
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
る
が
、
結
末
が

異
な
る
。「
私
は
今
、
人
生
を
改
め
て
最
初
か
ら
や
り
直
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

い
や
、
や
り
直
す
に
は
も
う
遅
す
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
私
の
人
生
の
時
間

は
こ
の
先
、
ほ
ん
の
僅
か
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か

し
た
と
え
遅
き
に
失
し
た
と
し
て
も
、
自
分
が
最
後
に
こ
う
し
て
救
わ
れ
、
回

復
を
遂
げ
た
こ
と
に
、
私
は
感
謝
し
て
お
り
ま
す
」
と
回
復
へ
の
過
程
が
描
か

れ
て
い
る
。

１
と
対
応
す
る
７
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女
」
は
、
主
人
公
「
僕
」
が

原
因
不
明
の
耳
の
病
を
持
つ
い
と
こ
の
た
め
に
病
院
に
付
き
そ
う
話
で
あ
る
。

結
末
部
に
お
い
て
主
人
公
「
僕
」
は
「
僕
ら
の
不
注
意
と
傲
慢
さ
に
よ
っ
て
損

な
わ
れ
、
か
た
ち
を
崩
し
、
失
わ
れ
て
い
っ
た
」、「
僕
ら
は
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
何
か
を
感
じ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
誰
で
も
い
い
、
誰
か
が
少

し
で
も
意
味
の
あ
る
こ
と
を
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
」、
と
激

し
く
後
悔
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
い
と
こ
と
向
き
合
い
、
彼
に
「
大
丈
夫
だ

よ
」
と
告
げ
、「
現
実
の
扉
が
開
く
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
僕
は
そ
こ
に
乗
り

込
み
、
ど
こ
か
別
の
場
所
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
現
実

で
生
き
続
け
る
意
志
を
感
じ
さ
せ
る
終
わ
り
方
に
な
っ
て
い
る

（
注
12
）

。

「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
で
曖
昧
だ
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
、
本
心
が
伝
わ
ら

な
い
／
本
心
が
伝
わ
る
（「
緑
色
の
獣
」）、
父
子
関
係
（「
ト
ニ
ー
滝
谷
」）、

「
奇
病
」（「
め
く
や
ら
な
ぎ
と
眠
る
女
」）
と
い
っ
た
形
で
変
奏
さ
れ
て
い
る
。

換
言
す
る
と
、
曖
昧
だ
っ
た
モ
チ
ー
フ
が
「
別
の
か
た
ち
」
で
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
〈
わ
か
り
そ
う
で
、
わ
か
ら
な
い
〉、

〈
気
の
毒
だ
と
感
じ
る
け
れ
ど
も
「
遠
い
」
も
の
ご
と
〉
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
〈
わ
か
ら
な
い
〉〈
遠
い
〉
こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
の
後
続

い
て
い
く
物
語
世
界
（「
癒
や
さ
れ
な
い
孤
独
の
諸
相
」
や
「
孤
独
か
ら
の
回

復
」）
を
よ
り
深
め
る
た
め
の
「
入
り
口
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

短
編
集
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
は
、
前
半
で
は
個
々
の
救
わ
れ
な
い
思

い
が
描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
痛
み
は
簡
単
に
癒
や
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
事
実
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
傷
つ
い
た
心
の

痛
み
は
そ
の
ま
ま
に
、
そ
こ
か
ら
一
歩
踏
み
出
す
短
編
が
後
半
に
配
置
さ
れ
て

い
る
。
後
に
こ
の
「
集
意
識
」
は
、『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』（
二
〇
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〇
〇
）
や
『
東
京
奇
譚
集
』（
二
〇
〇
五
）
の
よ
う
に
、「
集
」
全
体
で
一
つ
の

統
一
テ
ー
マ
を
描
き
出
す
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

注注
１
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
に
は
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ

ョ
ン
が
あ
る
。
シ
ョ
ー
ト
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
初
出
『
群
像
』（
一
九
九
六
・
一
〇
）、

高
等
学
校
現
代
文
の
教
科
書
教
材
が
あ
る
。
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
単
行
本
・

文
庫
本
・
全
作
品
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
（
単
行
本
　
文

藝
春
秋
・
一
九
九
六
・
十
一
）
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。

注
２
「
物
語
と
記
憶
―
村
上
春
樹
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
論
―
」（『
村
上
春
樹
ス
タ

デ
ィ
ー
ズ

2008

―2010

』
若
草
書
房
・
二
〇
一
一
・
五
）
そ
の
後
「
物
語
る
こ
と
に

つ
い
て
の
物
語
―
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
―
」（『〈
教
室
〉
の
中
の
村
上
春
樹
』

二
〇
一
一
・
八
　
ひ
つ
じ
書
房
）
で
改
稿
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
引
用
さ
れ
て
い
る
先
行
研
究
を
記
す
（
記
載
順
）。
佐
野
正
俊
「
村
上
春

樹
に
お
け
る
小
説
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
―
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」

の
場
合
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
八
・
七
）、
田
中
実
「『
レ
キ
シ
ン
ト

ン
の
幽
霊
』
の
正
体
」（『
京
都
府
私
学
学
校
図
書
館
協
議
会
会
報
』
一
九
九
九
・
四
）、

秋
枝
美
保
「
村
上
春
樹
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
論
―
「
目
じ
る
し
の
な
い
悪
夢

か
ら
の
帰
還
―
」」（『
日
本
語
文
化
研
究
』
一
九
九
九
）、
馬
場
重
行
「「
新
し
い
文

学
教
育
の
地
平
」
を
拓
く
た
め
に
―
村
上
春
樹
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
を
例
と
し

て
―
」（『
米
沢
国
語
国
文
』
二
〇
〇
四
・
十
二
）、
木
股
知
史
「「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の

幽
霊
」
論
―
村
上
春
樹
の
短
編
技
法
」（『
甲
南
大
学
紀
要
　
文
学
編
』
二
〇
〇
七
）

注
３
　
注
２
秋
枝
美
保
「
村
上
春
樹
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
論
―
「
目
じ
る
し
の
な

い
悪
夢
か
ら
の
帰
還
―
」」（『
日
本
語
文
化
研
究
』
一
九
九
九
）

注
４
『
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
　
日
本
語
の
表
現
』（
お
う
ふ
う
・
二
〇
〇
五
・
十
一
）「
引
用

表
現
」
に
よ
る
と
、「（
引
用
者
注
　
三
島
由
紀
夫
の
戯
曲
）「
只
ほ
ど
高
い
も
の
は
な

い
」
で
は
直
接
話
法
は
２
箇
所
」、「
同
じ
三
島
の
「
鹿
鳴
館
」
で
も
直
接
話
法
は
２

箇
所
の
み
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
前
者
を
引
用
す
る
（
傍
線
　
引
用
者
）。

妻
　
お
ひ
で
さ
ん
に
新
し
い
男
が
出
来
た
だ
け
よ
。
混
血
児
の
、
お
父
様
よ
り
ず
っ

と
若
い
、
ず
っ
と
好
い
男
だ
っ
た
と
い
う
話
だ
わ
。（
略
）
お
父
様
が
泣
い
て
お

口
説
き
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
お
ひ
で
さ
ん
が
…
…
。

娘
　
な
ん
て
言
っ
た
の
？

妻
　
た
っ
た
一
言
…
…
。

娘
　
ま
あ
、
え
ら
い
女
の
人
ね
。

妻
「
―仕
―方
―が
―な
―い
―わ
―、
―も
―う
―飽
―き
―た
―か
―ら」
と
言
っ
た
ん
で
す
っ
て
。

〔
第
一
幕
第
三
場
〕

注
５
　
注
２
木
股
知
史
「「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
論
―
村
上
春
樹
の
短
編
技
法
」（『
甲

南
大
学
紀
要
　
文
学
編
』
二
〇
〇
七
）

注
６
　
注
２
佐
野
正
俊
「
村
上
春
樹
に
お
け
る
小
説
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
―

「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
の
場
合
」（『
国
文
学
　
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
八
・
七
）

注
７
　
村
上
テ
ク
ス
ト
に
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
「
僕
」
や
、「
午
後
の
最
後
の
芝

生
」
の
「
僕
」
の
よ
う
に
、
過
去
の
物
事
の
混
乱
を
書
き
記
す
こ
と
で
整
理
し
よ
う

と
す
る
主
人
公
が
描
か
れ
て
い
る
。

注
８
　
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
『
ハ
ル
キ
・
ム
ラ
カ
ミ
と
言
葉
の
音
楽
』（
新
潮
社

二
〇
〇
六
・

九
）、
平
野
芳
信
『
村
上
春
樹
　
人
と
文
学
』（
勉
誠
出
版
　
二
〇
一
一
・
三
）
を
参

照
し
た
。

注
９

「
村
上
春
樹
　
日
本
人
に
な
る
と
い
う
こ
と
」（『
イ
ア
ン
・
ブ
ル
マ
の
日
本
探
訪
』

Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ
タ
ニ
カ
　
一
九
九
八
・
十
二
）

注
10

「「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
論
―
「
僕
」
は
「
オ
ー
ル
ド
マ
ネ
ー
」
の
途
絶
に
、

ど
の
よ
う
に
立
ち
会
っ
た
の
か
」（『
村
上
春
樹
と
一
九
九
〇
年
代
』
お
う
ふ
う
　
二

〇
一
二
・
五
）

注
11

拙
稿
「
絶
対
的
孤
独
の
物
語
―
村
上
春
樹
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」「
氷
男
」
に
お
け
る

― 13―



ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
」（『
国
文
学
攷
』
二
〇
一
〇
・
三
）

注
12

拙
稿
「
滅
び
に
向
か
う
者
た
ち
―
村
上
春
樹
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
と
一

九
八
〇
年
代
」（『
近
代
文
学
試
論
』
二
〇
一
一
・
十
二
）

―
や
ま
ね
　
ゆ
み
え
、
広
島
国
際
大
学
非
常
勤
講
師
―
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