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は
じ
め
に　

︱ 

あ
る
「
文
学
の
効
用
」
︱

私
に
は
娘
が
一
人
い
ま
す
。
九
年
前
に
、
婿
が
末
期
ガ
ン
の
診
断
を
受

け
ま
し
た
。
藁
に
で
も
す
が
り
た
い
気
持
ち
で
、東
京
の
が
ん
セ
ン
タ
ー

に
デ
ー
タ
を
持
っ
て
行
っ
て
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

で
す
が
、
す
で
に
手
遅
れ
と
の
話
で
し
た
。
目
の
前
が
真
っ
暗
に
な
り
、

暗
澹
た
る
心
情
で
空
港
に
行
き
、
ブ
ッ
ク
ス
ト
ア
で
偶
然
目
に
つ
い
た

『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
の
文
庫
本
を
買
っ
た
ん
で
す
。
飛
行
機
の

中
で
読
み
始
め
て
二
時
間
後
に
ソ
ウ
ル
に
着
い
た
と
き
は
、
本
当
に
ほ

の
ぼ
の
と
心
が
あ
た
た
か
く
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
村
上
文
学
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
優
し
さ
と
かw

arm
 heart

と
か
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
癒
や
し
の
文
学
と
い
う
話
は
あ
ま
り
聞
き
ま
せ
ん
ね
。

で
も
、
私
は
本
当
に
癒
さ
れ
、
慰
め
ら
れ
た
と
し
み
じ
み
感
じ
ま
し
た
。

文
学
の
効
用
を
実
感
で
き
た
よ
い
体
験
で
し
た
。
あ
た
た
か
い
、
親

切
な
、
他
人
を
思
い
や
る
心
が
村
上
春
樹
の
文
学
の
魅
力
の
一
つ
な
の

で
す
。

韓
国
の
翻
訳
者
・
金
春
美
氏
の
体
験
で
あ
る（

１
）。

金
氏
は
末
期
ガ
ン
の
診
断

を
受
け
た
婿
が
、
東
京
の
病
院
で
も
手
遅
れ
だ
と
診
断
さ
れ
た
帰
路
、
短
編

集
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
一
冊
を
読
み
、
癒
や
さ
れ
、
慰
め
ら
れ
た
と

い
う
。
こ
れ
は
短
編
そ
の
も
の
の
力
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、『
レ
キ
シ
ン
ト
ン

の
幽
霊
』
と
い
う
短
編
「
集
」
の
構
成
が
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』（
一
九
九
六　

文
藝
春
秋
）
は
、
一
九
九
〇
年

か
ら
一
九
九
六
年
に
発
表
さ
れ
た
短
編
が
収
録
さ
れ
た
短
編
集
で
あ
る
。
こ

の
時
期
は
村
上
が
ア
メ
リ
カ
滞
在
を
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
タ
ッ
チ
メ

ン
ト
か
ら
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
へ
の
意
識
変
化
が
行
わ
れ
た
時
期
と
重
な
っ
て

い
る
。
収
録
作
は
、
編
年
体
で
並
ん
で
い
な
い
こ
と
、
そ
の
時
期
に
描
い
た

一

短
編
「
集
」
と
い
う
力

︱ 

村
上
春
樹
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
と
「
喪
の
仕
事
」
︱

山
根（
田
野
） 

由
美
恵

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
村
上
春
樹
・
短
編
集
・『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』・
フ
ロ
イ
ト
・「
喪
の
仕
事
」
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二

作
を
全
て
収
録
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
配
列
に
は
あ
る
意
図
が
窺
え
る
。

こ
れ
ま
で
加
藤
典
洋
氏（

２
）

が
「
沈
黙
」「
七
番
目
の
男
」
の
対
応
関
係
を
、
中

村
三
春
氏（

３
）

が
「
緑
色
の
獣
」「
氷
男
」
に
共
通
す
る
女
性
の
〈
傷
つ
き
や
す

さ
〉
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
集
全
体
の
構
成
に
つ
い
て
は
論
考
が
見
ら

れ
な
い
。
次
に
、
テ
ク
ス
ト
の
主
要
モ
チ
ー
フ
・
特
徴
を
、
加
藤
氏
、
中
村

氏
の
指
摘
と
と
も
に
収
録
順
に
掲
げ
る
。

１
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
―
異
形
（
幽
霊
）・
父
子
関
係
・
奇
病
〈
救

い
な
し
〉

２
、「
緑
色
の
獣
」
―
異
形
（
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
〈
救
い
な
し
〉

５
、「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
―
絶
対
的
孤
独
男
性
・
父
子
関
係
〈
救
い
な
し
〉

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
（
異
形
）、
１
―
５
（
父
子
関
係
）、
１
―
７
（
奇
病
）、
２
―
４

（
女
性
一
人
称　

中
村
氏
指
摘
）、
３
―
６
（
ト
ラ
ウ
マ
語
り　

加
藤
氏
指

摘
）、
４
―
５
（
絶
対
的
孤
独　

注
４
）
の
よ
う
に
、『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽

霊
』
は
「
対
」
要
素
が
多
い
。
こ
の
「
対
」
は
テ
ー
マ
や
構
造
が
同
じ
も
の

で
あ
っ
て
も
、
男
女
の
描
き
分
け
や
、
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
（「
癒
や
さ
れ
な
い
孤
独
」）
を
語
り
、
後
半
で
救
い
を
見
出

す
（「
孤
独
か
ら
の
回
復
」）
と
い
う
配
列
意
識
が
窺
え
る
。

以
下
、「
癒
や
さ
れ
な
い
孤
独
」
の
諸
相
か
ら
「
孤
独
か
ら
の
回
復
」
と

い
う
集
の
流
れ
が
、
フ
ロ
イ
ト
の
「
喪
の
仕
事
」
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
い
。「
喪
の
仕
事
」
と
は
、「
人
間
は
対
象
喪
失
に
よ
り
、
一

時
外
界
へ
の
興
味
を
失
い
、
悲
嘆
と
失
っ
た
も
の
へ
の
追
想
に
没
頭
す
る
」

こ
と
で
あ
り
、「
人
間
は
こ
の
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
失
っ
た
対
象

か
ら
脱
愛
着
し
、
新
し
い
対
象
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る（

５
）」。

そ
の
中
、
本
稿
で
は
特
に
「
沈
黙
」
に
着
目
す
る
。
い
じ
め
が
題
材
の

「
沈
黙
」
は
、
こ
の
短
編
集
の
中
で
最
も
〈
救
い
な
し
〉
の
物
語
で
あ
る
が
、

多
く
の
読
者
の
共
感
を
生
ん
で
い
る
（「
こ
の
短
編
小
説
は
僕
の
予
想
を
超

え
て
、
多
く
の
人
に
切
実
に
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
そ
う
い
う
声
を
よ
く

聞
く
。
同
じ
よ
う
な
立
場
に
置
か
れ
た
こ
と
の
あ
る
（
そ
し
て
今
も
置
か
れ

て
い
る
）
人
々
の
心
の
支
え
に
少
し
で
も
な
っ
て
く
れ
た
ら
、
僕
と
し
て
は

と
て
も
嬉
し
い（

６
）」）「

喪
の
仕
事
」
に
お
い
て
も
、
悲
嘆
は
鍵
と
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
短
編
集
に
お
い
て
も
〈
救
い
な
し
〉
の
物
語
が
核
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

一　
「
癒
や
さ
れ
な
い
孤
独
」
の
諸
相 

︱
「
沈
黙
」
へ
の
過
程 

︱

金
氏
が
「
あ
た
た
か
い
、
親
切
な
、
他
人
を
思
い
や
る
心
」
が
あ
る
と

語
っ
た
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
で
あ
る
が
、
全
て
が
ハ
ー
ト
ウ
ォ
ー
ミ
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三

ン
グ
な
話
で
は
な
い
。
む
し
ろ
集
の
多
く
は
〈
救
い
な
し
〉
の
物
語
で
あ

る
。
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
、
そ
の
結
末
は
〈
救
い
な
し
〉
と
な
っ
て
い
る
。

冒
頭
作
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
、「
幽
霊
」
と
題
さ
れ
て
い
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
幽
霊
の
気
配
の
み
で
終
わ
る
〈
曖
昧
さ
〉
が
特
徴
の
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ケ
イ
シ
ー
の
思
い
が
語
り
手
「
僕
」
に
伝
わ
ら
な

い
、
心
の
す
れ
違
い
が
描
か
れ
て
い
る
。
拙
稿

（
７
）

で
述
べ
た
が
、「
レ
キ
シ
ン

ト
ン
の
幽
霊
」
の
〈
曖
昧
さ
〉
は
、
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
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
漠
然
と
匂
わ
さ
れ
る
モ
チ
ー
フ

は
決
着
が
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
の
後
に
続
い
て
い
く
物
語
が

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
を
深
め
て
ゆ
く
。
特
に
連
関
が
あ
る
の
は
異
形
の
も
の

が
描
か
れ
た
２
「
緑
色
の
獣
」、
父
子
関
係
を
扱
っ
た
５
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」、

現
代
の
医
学
で
は
解
明
で
き
な
い
奇
病
が
描
か
れ
た
７
「
め
く
ら
や
な
ぎ

と
、
眠
る
女
」
で
あ
り
、
前
半
・
中
盤
・
末
尾
に
形
を
変
え
た
モ
チ
ー
フ
が

変
奏
・
深
化
し
て
ゆ
く
。
そ
の
意
味
で
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
集
の

冒
頭
作
、
物
語
集
の
「
入
り
口
」
と
し
て
充
分
に
機
能
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　

＊

１
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
の
幽
霊
が
気
配
の
み
な
の
に
対
し
、
２

「
緑
色
の
獣
」
は
、
実
際
に
獣
が
女
性
の
前
に
現
れ
る
物
語
で
あ
る
。
緑
色

の
獣
は
具
体
的
な
容
姿
が
描
か
れ
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
で
は
開
か

れ
な
か
っ
た
「
ド
ア
」
を
開
け
て
「
私
」
の
前
に
現
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
は

「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
と
の
「
対
」
要
素
を
多
く
有
し
て
い
る
。

「
私
」
は
、
仕
事
に
出
か
け
た
ら
真
夜
中
ま
で
帰
っ
て
こ
な
い
夫
を
待

つ
生
活
で
あ
り
、
そ
の
寂
し
さ
を
庭
の
椎
の
木
を
眺
め
て
紛
ら
わ
し
て
い

た
。「
私
」
は
子
供
の
頃
か
ら
こ
の
椎
の
木
を
友
達
の
よ
う
に
思
い
、
何
度

も
話
し
か
け
て
い
た
。
こ
の
日
も
椎
の
木
と
話
を
し
て
い
る
と
、
緑
色
の
獣

が
出
現
す
る
。
獣
は
私
の
孤
独
に
反
応
し
、「
私
」
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
を
し
に

や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
獣
は
「
私
」
の
心
が
読
め
る
設
定
に
な
っ

て
い
る
。
荒
木
奈
美
氏
は
獣
を
「
私
」
の
「
イ
ン
ナ
ー
チ
ャ
イ
ル
ド
」
と
捉

え
、「
私
」
が
自
ら
の
残
虐
性
と
向
き
合
っ
て
い
る
と
解
釈
し
、
現
代
の
病

理
と
し
て
の
「
共
依
存
」
と
の
関
わ
り
を
述
べ
て
い
る（

８
）。

そ
の
他
、
山
下
航

正
氏
、
竹
内
直
人
氏
、
坂
野
唯
氏
も
同
様
に
「
獣
」
を
自
身
の
分
身
と
し
て

い
る（

９
）。

本
稿
の
立
場
は
、
前
出
の
中
村
三
春
氏
が
テ
ク
ス
ト
の
女
性
一
人
称

に
着
目
し
た
こ
と
と
同
様
に
、「
私
」
の
残
虐
性
が
語
ら
れ
る
際
に
「
女
」

と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
。
つ
ま
り
、

「
獣
」
を
他
者
（
男
）
と
捉
え
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
と
の
連
続
性
に

着
目
し
た
い
。

「
私
」
は
獣
の
気
味
の
悪
い
外
見
や
異
様
な
話
し
方
に
嫌
悪
感
を
覚
え
、

「
私
は
誰
か
に
勝
手
に
自
分
の
心
を
読
ま
れ
た
り
す
る
の
は
我
慢
で
き
な
い
。

と
く
に
相
手
が
訳
の
わ
か
ら
な
い
気
味
の
悪
い
獣
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に

は
」
と
完
全
な
拒
絶
を
す
る
。「
私
」
が
椎
の
木
に
話
し
て
い
た
の
は
、
私

の
良
い
部
分
や
寂
し
さ
で
あ
り
、
闇
の
感
情
を
話
し
て
い
な
か
っ
た
。

獣
の
鼻
の
先
端
が
と
が
っ
て
お
り
、
無
理
矢
理
「
私
」
の
部
屋
に
入
り
込
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も
う
と
す
る
描
写
は
、
あ
る
種
強
姦
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
言
え
な
く
も
な
い
。

た
だ
、
獣
は
「
お
ぞ
ま
し
く
み
っ
と
も
な
い
外
見
の
割
に
、
そ
の
心
は
で
き

た
て
の
マ
シ
ュ
マ
ロ
の
よ
う
に
柔
ら
か
く
傷
つ
き
易
い
の
か
も
し
れ
な
い
」

と
あ
る
よ
う
に
、
マ
イ
ナ
ス
の
思
い
に
触
れ
た
だ
け
で
体
も
傷
つ
い
て
し
ま

う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。「
私
」
は
気
味
の
悪
い
獣
が
自
分
に
近
づ
い
て
く

る
こ
と
に
対
し
、（
メ
タ
フ
ァ
ー
的
な
強
姦
の
）
正
当
防
衛
と
し
て
残
虐
な

場
面
を
思
い
浮
か
べ
る
。
し
か
し
こ
の
行
為
に
は
、「
私
」
の
残
虐
さ
が
際

立
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。「
命
あ
る
存
在
を
苦
し
め
、
の
た
う
ち
ま
わ
ら
せ

る
方
法
で
、
私
が
思
い
つ
か
な
い
こ
と
は
何
ひ
と
つ
と
し
て
な
か
っ
た
。
ね

え
獣
、
お
前
は
女
と
い
う
も
の
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
ん
だ
。
そ
う
い
う

種
類
の
こ
と
な
ら
私
に
は
い
く
ら
だ
っ
て
い
く
ら
だ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

思
い
つ
け
る
の

だ
」（
傍
点
原
文
に
あ
り
）。
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
好
き
で
は
な
い
相
手
に
対

す
る
女
性
の
残
虐
性
を
リ
ア
ル
に
描
い
て
い
る
。

「
緑
色
の
獣
」
は
、
上
辺
の
み
の
会
話
で
そ
の
人
を
知
っ
た
と
思
い
込
み
、

近
づ
こ
う
と
し
た
獣
（
男
）
が
、
こ
れ
ま
で
見
せ
て
い
な
か
っ
た
本
心
に

ふ
れ
、
破
滅
し
て
い
く
物
語
で
あ
る
。「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
本
心

が
伝
わ
ら
な
い
「
す
れ
違
い
」
の
孤
独
が
描
か
れ
て
い
た
が
、「
緑
色
の
獣
」

は
相
手
の
本
心
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
が
故
の
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
。

二  

「
沈
黙
」
︱
短
編
集
の
最
底
部
︱

１　

結
末
の
断
絶

３
「
沈
黙
」
は
、
１
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」、
２
「
緑
色
の
獣
」
以

上
に
救
い
の
な
さ
が
極
ま
り
、
本
短
編
集
の
底
と
な
っ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト

は
、「
僕
」
が
仕
事
仲
間
で
中
学
校
の
頃
か
ら
ボ
ク
シ
ン
グ
を
習
っ
て
い
る

大
沢
さ
ん
か
ら
人
を
殴
っ
た
時
の
話
を
聞
く
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
大
沢
さ

ん
が
中
学
生
の
時
、
英
語
の
テ
ス
ト
で
満
点
に
近
い
点
数
を
取
っ
た
事
か
ら

優
等
生
・
青
木
の
恨
み
を
買
い
、
カ
ン
ニ
ン
グ
の
噂
を
流
さ
れ
る
。
怒
っ
た

大
沢
さ
ん
は
青
木
を
問
い
詰
め
、
思
わ
ず
殴
り
つ
け
て
し
ま
っ
た
。
青
木
と

ま
た
同
じ
ク
ラ
ス
に
な
っ
た
高
校
生
の
時
、
大
沢
さ
ん
は
い
じ
め
を
苦
に
自

殺
し
た
同
級
生
の
松
本
を
殴
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
、
学
校
で

完
全
に
孤
立
し
て
し
ま
う
。
大
沢
さ
ん
は
青
木
の
扇
動
だ
と
直
感
し
た
が
何

も
で
き
ず
、
孤
独
感
に
苛
ま
れ
て
苦
し
ん
で
い
た
。
あ
る
日
、
通
学
途
中
の

電
車
内
で
青
木
と
目
を
合
わ
せ
て
い
る
う
ち
に
、
青
木
の
人
間
と
し
て
の
底

の
浅
さ
を
認
識
し
、
気
持
ち
が
軽
く
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
大
沢
さ
ん

は
青
木
の
よ
う
な
人
間
よ
り
も
、
青
木
の
語
る
言
葉
を
簡
単
に
信
じ
て
し
ま

う
「
連
中
」
に
怯
え
、
人
間
を
信
用
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
現
在
も

「
沈
黙
」
の
悪
夢
を
見
続
け
て
い
る
。
ト
ラ
ウ
マ
を
語
っ
た
大
沢
さ
ん
に
は

こ
の
時
点
で
の
救
い
は
な
い
。

結
末
部
に
は
断
絶
が
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
で
一
貫
し
て
描
か
れ
て
き
た
も
の

は
、
大
沢
さ
ん
と
青
木
の
戦
い
で
あ
っ
た
。
青
木
の
中
に
底
の
浅
さ
を
見
、

大
沢
さ
ん
は
ボ
ク
シ
ン
グ
で
学
ん
だ
「
深
み
」
を
自
分
の
核
と
し
、
い
じ
め

に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
終
わ
っ
た
方
が
据
わ
り
が
良
い
。
し
か
し
、

そ
の
後
青
木
の
よ
う
な
人
間
の
言
葉
を
信
じ
る
「
連
中
」
が
怖
い
と
い
う
部
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分
が
付
け
足
さ
れ
、
物
語
は
救
い
な
く
終
わ
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
も
こ
の
断
絶
は
議
論
さ
れ
て
き
た）

10
（

。
岡
田
豊
氏
は

「
沈
黙
に
よ
っ
て
危
機
を
乗
り
越
え
た
大
沢
が
、
逆
に
沈
黙
に
よ
っ
て
本
当

の
恐
怖
を
今
も
感
じ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
逆
説
」
と
し
て
、
大

沢
さ
ん
へ
の
批
判
的
な
読
み
を
展
開
す
る
。
逆
に
、「「
大
沢
さ
ん
」
や
松

本
だ
け
で
な
く
、
青
木
を
含
め
た
す
べ
て
の
生
徒
が
「
い
じ
め
の
対
象
＝
贖ス

ケ
ー
プ罪

のゴ
ー
ト羊

」
と
な
り
得
る
し
、
同
時
に
「
大
沢
さ
ん
」
や
松
本
も
加
害
者
と
な
り

得
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
」、「
苦
々
し
い
現
実
」（
長
谷
川
達
哉
氏
）、「
社

会
を
構
成
す
る
近
代
シ
ス
テ
ム
」
の
リ
ア
ル
さ
（
木
村
功
氏
）
を
描
い
た
と

し
て
二
氏
は
好
意
的
に
解
釈
し
て
い
る
。
馬
場
重
行
氏
は
こ
の
矛
盾
に
は
あ

え
て
目
を
つ
ぶ
り
、
大
沢
さ
ん
の
語
る
〈
深
み
〉
＝
「
対
象
の
足
元
に
広
が

る
世
界
を
透
視
し
、
そ
の
特
性
を
冷
静
な
ま
な
ざ
し
で
認
識
す
る
力
」
に
目

を
向
け
る
こ
と
が
重
要
と
説
い
た
。
加
藤
典
洋
氏
は
「
こ
の
作
品
が
村
上
の

心
的
状
況
の
「
最
底
部
」
を
体
現
し
て
い
る
」、「
作
者
の
日
本
社
会
呪
詛
の

動
き
の
な
さ
、作
者
の
孤
絶
し
た
心
の
閉
塞
」と
作
家
と
の
関
係
で
述
べ
る
。

結
末
部
に
お
い
て
唐
突
に
「
連
中
」
へ
の
恐
怖
が
語
ら
れ
て
お
り
、
バ
ラ

ン
ス
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
結
末
部
の
バ
ラ
ン

ス
の
悪
さ
は
、
逆
説
で
は
な
く
、〈
見
え
る
世
界
が
変
容
し
た
〉
と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
大
沢
さ
ん
は

青
木
か
ら
の
い
じ
め
を
克
服
し
た
が
、
そ
の
先
に
見
え
た
の
は
「
悟
り
」
で

は
な
く
、
別
の
恐
怖
の
世
界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
唐
突
に
登
場
し

た
こ
と
と
、
そ
の
恐
怖
の
質
が
そ
れ
ま
で
に
語
ら
れ
て
い
た
恐
怖
と
違
っ
た

た
め
に
浮
い
て
見
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
大
沢
さ
ん
の
「
青

木
と
の
戦
い
」
で
見
え
た
世
界
と
「
連
中
」
へ
の
恐
怖
の
世
界
の
違
い
を
考

察
し
て
い
き
た
い
。

２　

大
沢
さ
ん
は
悟
っ
た
の
か
？

大
沢
さ
ん
は
早
熟
な
面
が
あ
り
、「
僕
自
身
の
世
界
」
を
持
っ
て
い
た
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
逆
に
「
そ
う
い
う
の
を
自
然
に
鼻
に
か
け
て
、
他
人
を

見
下
し
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
う

い
う
無
言
の
自
負
心
の
よ
う
な
も
の
が
青
木
を
刺
激
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と

思
う
ん
で
す
」
と
分
析
し
て
も
い
る
。

大
沢
さ
ん
と
対
抗
す
る
青
木
は
頭
の
回
転
が
速
い
人
間
だ
っ
た
。「
相
手

が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
が

さ
っ
さ
っ
と
手
に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
て

巧
妙
に
自
分
の
対
応
を
変
え
て
い
く
ん
で
す
」。
こ
の
性
格
を
大
沢
さ
ん

は
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
。「
こ
の
男
に
は
自
分
っ
て
い
う
も
の
が
な
い
ん
で

す
。
他
人
に
対
し
て
こ
れ
だ
け
は
訴
え
た
い
っ
て
い
う
も
の
が
何
も
な
い
ん

で
す
。
自
分
が
み
ん
な
に
認
め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
満
足
な
ん
で

す
。
そ
う
い
う
自
分
の
才
覚
に
う
っ
と
り
と
し
て
い
る
ん
で
す
。
風
向
き
ひ

と
つ
で
た
だ
く
る
く
る
と
回
っ
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
」。
自
分
の
世
界
を

持
ち
、
他
人
の
評
価
に
左
右
さ
れ
な
い
大
沢
さ
ん
と
、
常
に
他
者
を
意
識

し
、
望
む
像
を
作
り
上
げ
評
価
を
高
め
て
き
た
青
木
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
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馬
場
氏
が
的
確
に
述
べ
る
よ
う
に
、
大
沢
さ
ん
は
ボ
ク
シ
ン
グ
で
「
深

み
」
＝
「
対
象
の
足
元
に
広
が
る
世
界
を
透
視
し
、
そ
の
特
性
を
冷
静
な
ま

な
ざ
し
で
認
識
す
る
力
」
を
学
ん
だ
。
大
沢
さ
ん
は
精
神
的
に
深
い
境
地
に

達
し
た
よ
う
に
思
わ
さ
れ
る
。
実
際
、
学
校
で
教
師
を
含
む
全
て
の
人
間
に

無
視
さ
れ
、
精
神
的
に
ど
ん
底
に
陥
っ
た
時
に
青
木
と
無
言
で
に
ら
み
合
う

が
、
そ
の
「
深
み
」
の
境
地
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

僕
は
青
木
に
対
し
て
腹
を
立
て
て
い
ま
し
た
。
時
に
は
殺
し
た
い
く
ら

い
憎
ん
で
い
ま
し
た
。
で
も
そ
の
時
、
満
員
電
車
の
中
で
僕
が
感
じ
た

の
は
怒
り
と
か
憎
し
み
よ
り
は
、
む
し
ろ
悲
し
み
と
か
憐
れ
み
に
近
い

感
情
で
し
た
。〈
本
当
に
こ
の
程
度
の
こ
と
で
人
は
得
意
に
な
っ
た
り
、

勝
ち
誇
っ
た
り
で
き
る
も
の
な
の
か
？　

こ
れ
く
ら
い
の
こ
と
で
こ
の

男
は
本
気
で
満
足
し
、
喜
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
〉
そ
う
思
う
と
、

な
ん
だ
か
深
い
悲
し
み
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
た
ん
で
す
。
こ
の
男
に

は
お
そ
ら
く
本
物
の
喜
び
や
本
物
の
誇
り
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
永
遠

に
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。
体
の
奥
底
か
ら
湧
き
あ

が
っ
て
く
る
よ
う
な
あ
の
静
か
な
震
え
を
、
こ
の
男
は
き
っ
と
死
ぬ
ま

で
感
じ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
ろ
う
、
と
。

殺
し
た
い
ほ
ど
に
憎
ん
で
い
た
青
木
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
底
の
浅
さ
を
痛

感
し
、
悲
し
み
や
憐
れ
み
に
近
い
感
情
が
沸
い
て
く
る
。
そ
し
て
彼
の
こ
と

は
ど
う
で
も
よ
く
な
っ
た
と
感
じ
る
。
青
木
と
い
う
人
間
と
の
関
係
を
解
消

し
て
い
く
心
情
が
丁
寧
に
描
か
れ
て
お
り
、
テ
ク
ス
ト
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
の
境
地
に
達
し
て
い
な
が
ら
、「
連

中
」
へ
の
恐
怖
が
な
ぜ
生
ま
れ
る
の
か
と
反
論
さ
れ
る
部
分
で
も
あ
る
。

大
沢
さ
ん
は
「
悟
り
」
の
境
地
に
は
達
し
て
は
い
な
い
。
こ
の
後
「
そ
う

い
う
人
間
（
注　

青
木
の
よ
う
な
人
間
）
を
見
る
と
、
何
が
あ
っ
て
も
関
わ

り
を
持
た
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
と
に
か
く
逃
げ
る
ん
で
す
」
と
語
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
青
木
の
よ
う
な
人
間
へ
の
対
処
は
、
根
本
的
な
解
決

を
み
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、「
関
わ
ら
な
い
」「
逃
げ
る
」
と
い
う
対
処
療
法

的
な
や
り
方
で
や
り
過
ご
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

青
木
個
人
と
の
戦
い
に
は
勝
っ
た
大
沢
さ
ん
で
あ
る
が
、
そ
の
先
に
見
え

た
も
の
は
別
の
恐
怖
だ
っ
た
。

で
も
僕
が
本
当
に
怖
い
と
思
う
の
は
、
青
木
の
よ
う
な
人
間
の
言
い

ぶ
ん
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
て
、
そ
の
ま
ま
信
じ
て
し
ま
う
連
中
で
す
。

自
分
で
は
何
も
生
み
出
さ
ず
、
何
も
理
解
し
て
い
な
い
く
せ
に
、
口
当

り
の
良
い
、
受
け
入
れ
や
す
い
他
人
の
意
見
に
踊
ら
さ
れ
て
集
団
で
行

動
す
る
連
中
で
す
。
彼
ら
は
自
分
が
何
か
間
違
っ
た
こ
と
を
し
て
い
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
ん
て
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
、
ち
ら
っ
と
で
も
考
え
た

り
は
し
な
い
ん
で
す
。
自
分
が
誰
か
を
無
意
味
に
、
決
定
的
に
傷
つ
け

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
な
ん
て
い
う
こ
と
に
思
い
当
た
り
も
し
な
い
よ

う
な
連
中
で
す
。
彼
ら
は
そ
う
い
う
自
分
た
ち
の
行
動
が
ど
ん
な
結
果

を
も
た
ら
そ
う
と
、
何
の
責
任
も
取
り
ゃ
し
な
い
ん
で
す
。
本
当
に
怖
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い
の
は
そ
う
い
う
連
中
で
す
。
そ
し
て
僕
が
真
夜
中
に
夢
を
み
る
の
も

そ
う
い
う
連
中
の
姿
な
ん
で
す
。
夢
の
中
に
は
沈
黙
し
か
な
い
ん
で
す
。

そ
し
て
夢
の
中
に
出
て
く
る
人
々
は
顔
と
い
う
も
の
を
持
た
な
い
ん
で

す
。
沈
黙
が
冷
た
い
水
み
た
い
に
な
に
も
か
も
に
ど
ん
ど
ん
し
み
こ
ん

で
い
く
ん
で
す
。
そ
し
て
沈
黙
の
中
で
な
に
も
か
も
が
ど
ろ
ど
ろ
に
溶

け
て
い
く
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
ん
な
中
で
僕
が
溶
け
て
い
き
な
が
ら
ど

れ
だ
け
叫
ん
で
も
、
誰
も
聞
い
て
は
く
れ
な
い
ん
で
す
」

青
木
の
よ
う
な
人
間
は
、
多
く
は
な
い
し
、
見
つ
け
た
ら
逃
げ
る
と
い
う

手
段
が
取
れ
る
。
し
か
し
物
言
わ
ぬ
「
連
中
」
は
い
つ
誰
が
そ
う
な
る
の
か

わ
か
ら
ず
、
特
徴
を
捉
え
ら
れ
な
い
。
大
沢
さ
ん
が
ボ
ク
シ
ン
グ
で
学
ん
だ

「
深
み
」＝「
対
象
の
足
元
に
広
が
る
世
界
を
透
視
し
、
そ
の
特
性
を
冷
静
な

ま
な
ざ
し
で
認
識
す
る
力
」
は
、
対
象
を
捉
え
ら
れ
な
い
た
め
に
通
用
し
な

い
。
そ
の
た
め
大
沢
さ
ん
は
今
現
在
で
も
恐
怖
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

青
木
に
対
す
る
大
沢
さ
ん
の
心
の
動
き
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
た
こ
と
に

比
べ
て
、「
連
中
」
は
抽
象
的
に
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
描
か
れ

て
い
な
い
「
連
中
」
に
対
す
る
憎
し
み
・
恐
怖
感
は
リ
ア
ル
で
あ
る
。
こ
れ

は
加
藤
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
作
者
の
心
境
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

る
（「
こ
れ
を
書
い
た
の
は
、
こ
の
話
の
語
り
手
が
体
験
し
た
の
と
同
じ
よ

う
な
心
的
状
況
を
、
僕
自
身
一
度
な
ら
ず
経
験
し
た
か
ら
で
あ
る
。
僕
と
し

て
は
、
自
分
が
そ
の
と
き
に
感
じ
た
心
情
を
少
し
で
も
リ
ア
ル
に
、
物
語
と

い
う
か
た
ち
に
換
え
て
み
た
か
っ
た
の
だ）

11
（

」）。
作
者
が
記
す
「
同
じ
よ
う
な

心
的
状
況
」
と
は
、「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
爆
発
的
な
売
れ
行
き
後
に
お

け
る
環
境
の
変
化
、
評
論
家
か
ら
の
袋
だ
た
き
の
経
験
で
あ
る
。
こ
こ
で
語

ら
れ
た
「
連
中
」
へ
の
思
い
は
、
作
者
の
「
自
分
が
そ
の
と
き
に
感
じ
た
心

情
」
と
同
じ
心
境
が
描
か
れ
て
お
り
、
生
々
し
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

作
者
の
体
験
に
基
づ
く
心
情
の
リ
ア
ル
さ
に
比
べ
て
、
大
沢
さ
ん
の
恐
怖

の
対
象
「
連
中
」
の
内
実
は
詳
し
く
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
こ
の

恐
怖
を
「
浮
い
た
」
も
の
に
さ
せ
て
い
る
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
具
体
化
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
逆
に
共
感
を
呼
び
や
す
い
面
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
が
感
じ
る
身
近
な
共
同
体
か
ら
排
除
さ
れ
る
恐

怖
を
自
分
に
引
き
つ
け
、
感
情
移
入
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

３　
「
沈
黙
」
の
力

述
べ
て
き
た
よ
う
に
、「
沈
黙
」
は
救
わ
れ
る
物
語
で
は
な
い
。
し
か
し
、

「
沈
黙
」
が
多
く
の
人
々
に
切
実
に
読
ま
れ
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
、
結
末

が
ト
ラ
ウ
マ
の
解
決
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
に
こ
そ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ト
ラ
ウ
マ
研
究
の
第
一
人
者
、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
Ｌ
・
ハ
ー
マ
ン
は
ト
ラ
ウ

マ
か
ら
の
回
復
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る）

12
（

。
第
一
段
階
は
安

全
の
確
立
、
第
二
段
階
は
想
起
と
服
喪
追
悼
、
第
三
段
階
は
通
常
の
生
活
と

の
再
結
合
で
あ
る
。「
沈
黙
」
の
大
沢
さ
ん
は
第
二
段
階
に
い
る
。
第
二
段

階
と
は
「
被
害
経
験
者
が
外
傷
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
語
る
段
階
」
で
あ
り
、「
こ

の
再
構
成
の
作
業
に
よ
っ
て
外
傷
的
記
憶
は
実
際
に
形
を
変
え
、
被
害
経
験
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八

者
の
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー
リ
ー
（
生
活
史
全
体
）
の
中
に
統
合
さ
れ
る
」。
た

だ
し
、「
過
去
の
戦
慄
恐
怖
体
験
と
対
決
す
る
か
ど
う
か
の
選
択
は
被
害
経

験
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
」。「
外
傷
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
再
構
成
す
る
仕
事
は
、

外
傷
以
前
の
患
者
の
生
活
の
概
観
か
ら
始
め
、
事
件
に
至
る
経
緯
に
進
む

（
略
）。
患
者
の
生
活
の
「
流
れ
を
再
―
創
造
」
し
、
そ
し
て
患
者
の
過
去
と

の
連
続
性
の
感
覚
を
取
り
戻
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
」。「
次
の
一
歩
は
、
外
傷

的
事
件
を
事
実
を
追
っ
て
そ
の
ま
ま
に
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
」。

大
沢
さ
ん
は
現
在
も
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
「
侵
入
」
と
し
て
の
悪
夢
を
見
続
け
て

い
る）

13
（

。
し
か
し
、
大
沢
さ
ん
は
「
僕
」
に
語
る
こ
と
で
「
過
去
の
戦
慄
恐

怖
体
験
と
対
決
」
し
始
め
、「
外
傷
的
事
件
を
事
実
を
追
っ
て
そ
の
ま
ま
に

再
構
成
」
し
た
。
た
だ
し
、
想
起
と
服
喪
追
悼
の
第
二
段
階
は
一
度
の
語
り

（
再
構
成
）
で
完
了
は
し
な
い
。

（
再
構
成
と
い
う
）
作
業
の
難
所
は
記
憶
喪
失
と
い
う
バ
リ
ヤ
ー
の
向

う
側
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
戦
慄
恐
怖horror

と
面
と
向
か
っ
て
対

決
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
体
験
を
人
生
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
語
り
を
隠

す
と
こ
ろ
な
く
全
面
的
に
く
り
ひ
ろ
げ
て
ゆ
く
中
に
統
合
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
ゆ
っ
く
り
と
し
か
進
ま
ず
手
抜
き
が
で
き
ず
し
ば
し
ば
報

わ
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
過
程
は
、
む
つ
か
し
い
ジ
グ

ソ
ー
パ
ズ
ル
に
似
て
い
る
。

外
傷
の
再
構
成
は
決
し
て
こ
れ
で
お
終
ま
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
新
し
い
段
階
ご
と
に
新
し
い
葛
藤
が
生
じ
、

新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
必
ず
外
傷
を

再
び
目
覚
め
さ
せ
、
外
傷
体
験
の
新
た
な
面
を
明
る
み
に
出
す
。
し
か

し
、
第
二
段
階
は
、
患
者
が
自
分
の
歴
史
を
取
り
戻
し
、
人
生
に
か
か

わ
る
希
望
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
を
新
し
く
し
え
た
と
感
じ
る
と
き
を
以
て

主
な
作
業
を
完
了
す
る
。

「
ゆ
っ
く
り
と
し
か
進
ま
ず
手
抜
き
が
で
き
ず
し
ば
し
ば
報
わ
れ
る
と
こ

ろ
が
少
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
過
程
」
で
あ
り
、「
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
の
新
し

い
段
階
ご
と
に
新
し
い
葛
藤
が
生
じ
、
新
し
い
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
受
け
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
必
ず
外
傷
を
再
び
目
覚
め
さ
せ
、
外
傷
体
験
の
新
た
な

面
を
明
る
み
に
出
す
」
第
二
段
階
は
、
何
度
も
繰
り
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

大
沢
さ
ん
は
現
在
こ
の
段
階
に
お
り
、
苦
し
み
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
切

実
な
共
感
を
持
っ
て
「
沈
黙
」
を
読
む
人
々
も
ま
た
同
じ
苦
し
み
と
戦
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
苦
し
み
の
リ
ア
ル
さ
を
共
感
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
冒
頭
に
引
用
し
た
金
氏
の
「
文
学
の
効
用
」
と
も
繋

が
っ
て
い
る
。
こ
の
短
編
集
の
特
徴
は
、「
救
い
の
な
さ
」
で
あ
る
。「
レ
キ

シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
で
は
本
心
が
伝
わ
ら
な
い
孤
独
、「
緑
色
の
獣
」
で
は

本
心
が
伝
わ
り
す
ぎ
る
悲
劇
、「
沈
黙
」
で
は
い
じ
め
を
克
服
し
た
も
の
の
、

人
間
そ
の
も
の
へ
の
不
信
と
い
っ
た
「
癒
や
さ
れ
な
い
孤
独
」
が
様
々
描
か

れ
て
お
り
、
心
に
悲
し
み
や
空
白
を
抱
え
た
人
々
の
共
感
が
そ
の
苦
し
み
の

過
程
に
よ
っ
て
得
ら
れ
て
い
る
。「
沈
黙
」
は
最
も
苦
し
く
、
先
の
見
え
な
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い
闘
い
が
現
さ
れ
た
作
で
あ
る
。
こ
こ
で
短
編
集
は
心
理
的
な
最
底
部
に
達

し
、
次
の
段
階
（
感
情
の
喪
失
）
へ
と
向
か
う
。

４　

感
情
の
喪
失 

︱
「
氷
男
」「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
︱

４
「
氷
男
」・
５
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
は
、
ど
ち
ら
と
も
主
人
公
が
「
ほ
ん

と
う
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
」
に
な
っ
た
物
語
で
あ
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）

14
（

。「
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
、「
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
点
で
あ
る
。

「
氷
男
」
の
結
末
は
「
今
の
私
に
は
ほ
と
ん
ど
心
と
い
う
も
の
が
残
さ
れ

て
い
な
い
。
私
の
温
も
り
は
ず
っ
と
遠
く
の
方
に
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
っ

た
」
と
感
情
が
喪
失
し
た
女
性
が
描
か
れ
て
い
る
。「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
の
結

末
部
に
は
愛
す
る
妻
の
記
憶
が
「
か
つ
て
抱
い
た
あ
の
鮮
や
か
な
感
情
さ
え

も
が
、
記
憶
の
領
域
の
外
へ
と
あ
と
ず
さ
り
す
る
よ
う
に
退
い
て
い
っ
た
。

記
憶
は
風
に
揺
ら
ぐ
霧
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
そ
の
形
を
変
え
、
形
を
変
え

る
た
び
に
薄
ら
い
で
い
っ
た
」、「
そ
こ
に
触
知
で
き
る
の
は
か
つ
て
存
在
し

た
も
の
が
あ
と
に
残
し
て
い
っ
た
欠
落
感
だ
け
だ
っ
た
」
と
「
氷
男
」
と
同

様
に
感
情
を
失
っ
て
ゆ
く
過
程
が
描
か
れ
て
い
る
。

「
喪
の
仕
事
」
に
つ
い
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

15
（

。

愛
す
る
人
を
失
っ
た
者
は
、
現
実
を
吟
味
す
る
こ
と
で
、
愛
す
る
人
が

も
は
や
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
こ
で
そ
の
者
は
、
失
わ
れ

た
対
象
と
の
結
び
つ
き
か
ら
、
す
べ
て
の
リ
ビ
ド
ー
を
解
き
放
つ
べ
き

で
あ
る
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
要
求
に
抵
抗
が
起
こ
る

の
は
よ
く
理
解
で
き
る
こ
と
だ
。（
略
）
こ
の
反
抗
が
き
わ
め
て
強
く

な
る
と
、
そ
の
人
は
現
実
か
ら
目
を
背
け
、
幻
覚
の
う
ち
で
願
望
と
現

実
が
入
り
交
じ
る
精
神
病
の
よ
う
な
症
状
の
も
と
で
、
対
象
に
固
着
す

る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

正
常
な
状
態
と
は
、
現
実
を
尊
重
す
る
態
度
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
喪
の
仕
事
に
つ
い
て
い
る
人
に
は
、
こ
の
課
題
を
す
ぐ
に

実
現
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
長
い
時
間
を
か
け
て
、備
給
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
多
量
に
消
費
し
な
が
ら
、
一
歩
ず
つ
実
現
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
そ

の
あ
い
だ
は
失
わ
れ
た
対
象
が
心
の
う
ち
に
存
在
し
つ
づ
け
る
。
リ
ビ

ド
ー
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
対
象
を
追
想
し
、
追
憶
し
つ
づ
け
る
作

業
の
う
ち
で
、
こ
う
し
た
感
情
が
停
止
し
、
変
形
さ
れ
る
。
や
が
て
備

給
さ
れ
て
い
た
リ
ビ
ド
ー
が
あ
ふ
れ
だ
し
、
解
放
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ト
ニ
ー
滝
谷
は
妻
の
死
後
、
妻
の
着
て
い
た
服
に
固
執
し
て
お
り
、
対
象

固
執
の
状
態
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
体
型
が
妻
に
似
た
女
に
妻
の
服
を
着
て

も
ら
う
こ
と
を
契
機
に
、
妻
が
死
ん
だ
こ
と
を
心
で
理
解
し
、
時
間
を
か
け

て
妻
の
記
憶
が
薄
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
「
リ
ビ
ド
ー
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

た
対
象
を
追
想
し
、
追
憶
し
つ
づ
け
る
作
業
の
う
ち
で
、
こ
う
し
た
感
情
が
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十

停
止
し
、
変
形
さ
れ
る
」
と
い
う
過
程
と
一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
冒
頭
作
か
ら
五
作
を
述
べ
て
き
た
。
五
作
と
も
〈
救
い
な
し
〉

の
物
語
で
あ
り
、
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
「
癒
や
さ
れ
な
い
孤
独
」
が
描
か
れ

て
い
る
。
３
「
沈
黙
」
で
心
理
的
な
底
に
達
し
、
４
「
氷
男
」
５
「
ト
ニ
ー

滝
谷
」
で
「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
」
に
な
り
悲
し
み
の
感
情
さ
え
も
薄
れ
て
い
く

男
女
が
描
か
れ
た
。
孤
独
の
極
ま
り
か
ら
感
情
の
喪
失
と
い
っ
た
過
程
を
経

て
、
こ
こ
か
ら
短
編
集
は
〈
救
い
あ
り
〉
の
方
向
へ
舵
を
切
っ
て
ゆ
く
。

三　
「
孤
独
か
ら
の
回
復
」
の
過
程　

１  

「
七
番
目
の
男
」
︱
ト
ラ
ウ
マ
の
克
服
︱

６
「
七
番
目
の
男
」
は
、
永
井
聖
剛
氏
が
的
確
に
ま
と
め
て
い
る
よ
う

に
、「
親
友
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
自
責
の
念
と
死
に
対
す

る
恐
怖
か
ら
、
過
去
を
捨
て
る
と
同
時
に
生
き
る
喜
び
ま
で
も
喪
失
し
か

か
っ
て
い
た
主
人
公
が
、
過
去
の
記
憶
を
解
釈
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
生

き
る
意
志
を
再
び
手
に
入
れ
る
物
語
」
で
あ
る）

16
（

。

テ
ク
ス
ト
は
大
き
く
三
つ
の
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
救
え
た

か
も
し
れ
な
い
親
友
Ｋ
を
見
殺
し
に
し
た
罪
障
感
に
苦
し
み
、
四
十
年
以
上

も
ト
ラ
ウ
マ
（
悪
夢
）
に
囚
わ
れ
、
希
望
な
き
ま
ま
た
だ
生
き
て
い
る
と

い
っ
た
状
態
に
あ
る
「
私
」
の
過
去
で
あ
る
。
第
二
は
、
Ｋ
の
絵
を
偶
然
見

る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
が
考
え
て
き
た
過
去
（
Ｋ
が
私
を
恨
ん
で
い
る
）
が

思
い
違
い
で
は
な
い
か
と
考
え
、
過
去
と
逃
げ
ず
に
向
き
合
い
、
恐
怖
を
克

服
す
る
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ハ
ー
マ
ン
の
言
う
「
第
二
段
階
は
、
患
者

が
自
分
の
歴
史
を
取
り
戻
し
、
人
生
に
か
か
わ
る
希
望
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
を

新
し
く
し
え
た
と
感
じ
る
と
き
を
以
て
主
な
作
業
を
完
了
す
る
」
過
程
が
描

か
れ
て
い
る
。
第
三
は
、
自
分
の
体
験
を
こ
の
場
（
百
物
語
の
よ
う
な
設

定
）
で
教
訓
と
し
て
聞
き
手
に
伝
え
る
設
定
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
「
私
」
が
最
後
に
提
示
し
た
教
訓
に
つ
い
て
、
解
釈
が
わ

か
れ
て
い
る）

17
（

。
こ
れ
を
文
字
通
り
の
教
訓
と
と
る
か
、
そ
の
語
り
に
も
っ
と

重
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
で
あ
る
。

そ
れ
以
来
あ
の
恐
ろ
し
い
夢
を
見
る
こ
と
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
悲

鳴
を
上
げ
て
夜
中
に
目
覚
め
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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
。
そ
う
で
す
。
救

い
を
受
け
な
い
ま
ま
、
恐
怖
の
暗
が
り
の
中
で
悲
鳴
を
発
し
な
が
ら
こ

の
人
生
を
終
え
て
し
ま
う
可
能
性
だ
っ
て
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
っ
た
の
で
す
」

「
私
は
考
え
る
の
で
す
が
、
こ
の
私
た
ち
の
人
生
で
真
実
怖
い
の
は
、

恐
怖
そ
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」（
略
）「
恐
怖
は
た
し
か
に
そ
こ
に
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一

あ
り
ま
す
。
…
…
そ
れ
は
様
々
な
か
た
ち
を
と
っ
て
現
れ
、
と
き
と
し

て
私
た
ち
の
存
在
を
圧
倒
し
ま
す
。
し
か
し
な
に
よ
り
も
怖
い
の
は
、

そ
の
恐
怖
に
背
中
を
向
け
、
目
を
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
自
分
の
中
に
あ
る
い
ち
ば
ん
重
要
な
も

の
を
、
何
か
に
譲
り
渡
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
の
場
合
に

は

―
そ
れ
は
波
で
し
た
」

佐
野
正
俊
氏
は
「
至
極
ま
っ
と
う
な
教
訓
が
、
現
代
に
お
い
て
い
か
に
教

訓
た
り
得
な
い
か
」
と
い
っ
た
「
教
訓
」
へ
の
批
評
性
と
し
て
述
べ
て
い

る）
18
（

。「
七
番
目
の
男
」
が
高
等
学
校
現
代
文
教
材
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

高
山
千
恵
子
氏
、
河
本
理
栄
氏
、
角
谷
有
一
氏
は
、「
人
生
訓
と
し
て
だ
け

読
ん
で
そ
れ
で
納
得
し
て
終
わ
り
」
で
は
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
価
値
は

半
減
す
る
、
自
己
の
中
に
あ
る
「
恐
怖
」
と
向
き
合
お
う
と
す
る
姿
勢
を
学

習
者
に
読
ま
せ
た
い
、
と
提
案
し
て
い
る）

19
（

。
高
野
光
男
氏
も
「
こ
の
テ
ク
ス

ト
が
主
題
化
す
る
の
は
、「
自
己
治
癒
の
手
段
と
し
て
の
物
語
行
為
」
と
い

う
よ
り
も
、
こ
と
ば
や
物
語
は
本
当
に
治
癒
や
救
済
た
り
え
る
の
か
、
そ
の

こ
と
を
む
し
ろ
問
う
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る）

20
（

。

ど
の
論
考
も
こ
の
「
教
訓
」
を
文
字
通
り
受
け
取
る
こ
と
に
躊
躇
し
て
い

る
。
そ
れ
は
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
救
わ
れ
る
と
い
っ
た
物
語
の
結
末
に
都
合
の
よ

さ
（
安
易
さ
）
を
感
じ
る
か
ら
だ
ろ
う
。「
七
番
目
の
男
」
は
、
死
ん
で
し

ま
う
友
人
の
名
前
が
Ｋ
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
こ
こ
ろ
」
を
自
然
に
想
起
さ
せ

る
。
諸
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
こ
こ
ろ
」
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
、
結

末
の
救
い
は
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る）

21
（

。「
七
番
目
の
男
」
の
「
私
」
も

十
歳
か
ら
四
十
年
以
上
罪
障
感
に
苦
し
み
、
結
婚
も
せ
ず
、
た
っ
た
一
人
で

「
恐
怖
の
暗
が
り
の
中
で
悲
鳴
を
発
し
な
が
ら
」
た
だ
生
き
て
い
る
と
い
っ

た
状
態
に
あ
り
、
そ
の
苦
し
み
は
充
分
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
し
か
し
、「
こ

こ
ろ
」
と
比
べ
る
と
、
最
後
の
教
訓
部
分
「
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
語
る
結
末
に
安
易
さ
を
感
じ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

私
は
テ
ク
ス
ト
を
単
独
で
は
な
く
、
短
編
「
集
」
の
持
つ
効
果
で
捉
え
て

み
た
い
。
短
編
集
と
し
て
見
た
時
、
苦
し
ん
で
い
る
「
私
」
は
、「
沈
黙
」

の
大
沢
さ
ん
に
重
な
る
。
大
沢
さ
ん
が
四
十
年
以
上
苦
し
ん
で
き
た
末
に
一

つ
の
契
機
が
訪
れ
た
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
短
編
集
は
冒
頭
か
ら
五
作
〈
救

い
な
し
〉
の
物
語
が
続
い
て
き
た
。「
沈
黙
」
の
段
階
で
は
救
わ
れ
な
か
っ

た
が
、
苦
し
み
ぬ
い
た
末
に
一
つ
の
契
機
が
訪
れ
、「
恐
怖
」
を
克
服
し
た

と
い
う
「
集
」
の
流
れ
は
、
読
み
手
に
と
っ
て
安
堵
す
る
展
開
と
言
え
る
。

大
沢
さ
ん
は
「
青
木
の
よ
う
な
人
間
」
か
ら
逃
げ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。

し
か
し
「
私
」
は
恐
怖
と
向
き
合
っ
た
。「
な
に
よ
り
も
怖
い
の
は
、
そ
の

恐
怖
に
背
中
を
向
け
、
目
を
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
私
た
ち
は
自
分
の
中
に
あ
る
い
ち
ば
ん
重
要
な
も
の
を
、
何
か
に

譲
り
渡
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
私
の
場
合
に
は

―
そ
れ
は
波
で

し
た
」
に
は
、「
恐
怖
」
と
向
き
合
っ
た
あ
と
の
人
間
の
真
の
悟
り
が
描
か

れ
て
い
る
。「
沈
黙
」
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ
を
克
服
で
き
な
い
で
苦
し
ん
で
い

る
人
間
と
あ
わ
せ
て
考
え
た
時
、「
七
番
目
の
男
」
の
最
後
の
言
葉
は
大
き
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な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ト
ラ
ウ
マ
は
簡
単
に
克
服
で
き
る
も
の

で
は
な
い
（「
沈
黙
」）
が
、
絶
対
に
救
わ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
（「
七
番

目
の
男
」）
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

加
藤
典
洋
氏
が
「
沈
黙
」「
七
番
目
の
男
」
に
つ
い
て
、
結
末
の
変
化
を

村
上
の
意
識
変
化
と
関
連
づ
け
て
い
る
（「
村
上
は
、
四
年
間
の
孤
絶
を
へ

て
、「
最
底
部
」
ま
で
沈
み
、「
沈
黙
」
を
書
き
ま
す
。
そ
の
「
底
」
を
経
験

す
る
こ
と
で
、
こ
の
後
、
こ
れ
ま
で
な
ら
書
く
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
振
り

幅
を
も
つ
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
が
書
か
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
達

成
が
、
も
う
一
回
り
大
き
く
な
っ
た
彼
の
世
界
と
の
和
解
を
用
意
す
る）

22
（

」）。

私
も
加
藤
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
村
上
の
意
識
変
化
が
こ
の
作
の
結
末
と
関

わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

た
だ
、
私
の
立
場
は
、
短
編
集
と
し
て
「
沈
黙
」
と
「
七
番
目
の
男
」
の

間
に
「
氷
男
」「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
が
挟
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と

考
え
る
。
も
し
「
沈
黙
」
と
「
七
番
目
の
男
」
が
並
ん
で
い
た
な
ら
ば
、
救

わ
れ
な
い
話
の
す
ぐ
後
に
ト
ラ
ウ
マ
が
救
わ
れ
た
と
い
う
物
語
が
続
く
こ
と

に
な
り
、
ト
ラ
ウ
マ
の
苦
し
み
が
薄
っ
ぺ
ら
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
作

の
間
に
感
情
が
喪
失
し
て
い
く
孤
独
が
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
救
い
」

に
は
時
間
が
か
か
る
こ
と
が
自
然
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
集

の
構
成
の
効
果
は
非
常
に
大
き
い
。

２  

「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女
」

　
　

︱ 

現
実
世
界
で
生
き
残
る
、
と
い
う
こ
と 

︱

最
後
に
７
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女
」
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。
こ
の

作
は
現
代
の
医
学
で
は
解
明
で
き
な
い
病
気
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と

で
、「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
と
「
対
」
の
関
係
に
あ
る
が
、
短
編
集
全

体
の
方
向
性
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。

テ
ク
ス
ト
は
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
が
改
稿
さ
れ
た
作
で
あ
る
。

「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
は
、
一
九
八
三
年
十
二
月
『
文
學
界
』
に
発

表
さ
れ
、
短
編
集
『
螢
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』（
一
九
八
四
、

新
潮
社
）
に
所
収
さ
れ
た
（
ロ
ン
グ
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
：
以
下
Ｌ
・
Ｖ
と

記
す
）。
一
九
九
五
年
十
二
月
、
原
稿
用
紙
八
十
枚
近
く
あ
っ
た
Ｌ
・
Ｖ
は
、

四
十
五
枚
ほ
ど
に
短
縮
さ
れ
、「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女
」（
シ
ョ
ー
ト
・

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
１
：
以
下
Ｓ
・
Ｖ
１
と
記
す
）
と
改
題
し
『
文
學
界
』
に

発
表
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
Ｓ
・
Ｖ
１
は
短
編
集
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』

（
一
九
九
六
、
文
藝
春
秋
）
所
収
の
際
に
更
に
短
縮
さ
れ
た
（
シ
ョ
ー
ト
・

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
２
：
以
下
Ｓ
・
Ｖ
２
と
記
す
）。
村
上
が
こ
の
よ
う
な
大
幅

な
改
稿
を
行
い
、
改
名
し
て
別
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
発
表
し
た
の
は
、
阪
神

淡
路
大
震
災
の
後
に
行
わ
れ
た
神
戸
と
芦
屋
で
の
朗
読
会
の
た
め
で
あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
は
、
被
災
し
、
心
に
大
き
な
傷
を
抱
え
た
人
々
に
伝

え
た
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

拙
稿
で
述
べ
た
が
、
Ｌ
・
Ｖ
の
テ
ー
マ
は
、「
ほ
ん
の
少
し
の
何
か
が
狂
っ
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て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
し
て
い
っ
た
ん
滅
び
に
向
か
っ
て
い
く
人
た
ち
を
止
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
諦
め
」
で
あ
っ
た）

23
（

。
Ｌ
・
Ｖ
か
ら
Ｓ
・
Ｖ
２
へ
と
改
稿
し
た

と
き
、
村
上
は
救
い
の
な
い
結
末
を
希
望
の
あ
る
物
語
へ
と
変
え
て
い
る
。

最
も
改
稿
が
な
さ
れ
た
部
分
は
結
末
部
で
あ
る
。
次
に
示
す
よ
う
に
、
Ｌ
・

Ｖ
と
Ｓ
・
Ｖ
２
の
結
末
部
で
は
、
僕
が
想
像
す
る
「
耳
の
中
の
蠅
」
の
対
象

が
変
え
ら
れ
て
い
る
。（
傍
点
引
用
者
）

僕
は
そ
の
沈
黙
の
中
で
、
い
と
こ

0

0

0

の
耳
の
中
に
巣
喰
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
無
数
の
微
小
な
蠅
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
。
六
本
の
足
に

べ
っ
と
り
と
花
粉
を
つ
け
て
い
と
こ

0

0

0

の
耳
に
入
り
こ
み
、
そ
の
中
で
や

わ
ら
か
な
肉
を
む
さ
ぼ
り
食
っ
て
い
る
蠅
の
こ
と
を
だ
。
じ
っ
と
こ
う

し
て
バ
ス
を
待
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
も
、
彼
ら
は
い
と
こ

0

0

0

の
薄
桃
色
の

肉
の
中
に
も
ぐ
り
こ
み
、
汁
を
す
す
り
、
脳
の
中
に
卵
を
産
み
つ
け
て

い
る
の
だ
。
そ
し
て
時
の
階
段
を
ゆ
っ
く
り
と
上
方
に
向
っ
て
よ
じ
の

ぼ
り
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
。
誰
も
彼
ら
の
存
在
に
は
気
づ
か
な
い
。
彼

ら
の
体
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
、
彼
ら
の
羽
音
は
あ
ま
り
に
も
低
い
の

だ
。（
Ｌ
・
Ｖ
）

僕
は
彼
女

0

0

の
耳
に
巣
食
っ
て
い
た
微
小
な
蠅
の
こ
と
を
考
え
て
み

た
。
彼
ら
は
六
本
の
脚
に
べ
っ
と
り
と
甘
い
花
粉
を
つ
け
て
、
彼
女

0

0

の

生
暖
か
い
暗
闇
の
中
に
潜
り
込
み
、
そ
の
薄
桃
色
の
柔
ら
か
な
肉
を
か

じ
り
、
汁
を
す
す
り
、
脳
の
中
に
卵
を
産
み
つ
け
て
い
っ
た
の
だ
。
で

も
彼
ら
の
姿
は
見
え
な
い
。
そ
の
羽
音
は
聞
こ
え
な
い
。（
Ｓ
・
Ｖ
２
）

比
べ
て
明
ら
か
だ
が
、「
耳
の
中
の
蠅
」
は
い
と
こ
か
ら
彼
女
へ
変
化
し

て
い
る
。「
耳
の
中
の
蠅
」
は
彼
女
の
想
像
の
産
物
だ
が
、
蠅
は
精
神
的
に

闇
に
向
か
う
「
滅
び
に
向
か
う
も
の
」
た
ち
の
暗
喩
で
あ
る
。
Ｌ
・
Ｖ
で
は

現
在
進
行
形
で
十
四
歳
の
い
と
こ
の
耳
か
ら
脳
へ
蠅
が
入
り
込
み
、
遠
く
な

い
未
来
に
い
と
こ
が
破
滅
し
て
ゆ
く
こ
と
が
予
想
で
き
そ
う
な
描
写
で
あ

る
。
そ
れ
が
彼
女
へ
変
化
し
、
い
と
こ
と
の
関
連
が
な
く
な
っ
て
い
る
。「
め

く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
が
題
名
を
変
え
る
ほ
ど
の
改
稿
が
な
さ
れ
た
理
由

は
、
闇
に
向
か
っ
て
い
く
病
を
現
実
に
生
き
て
い
る
い
と
こ
に
あ
て
は
め
た

こ
と
に
対
す
る
抵
抗
の
姿
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
滅
び
に

向
か
う
も
の
た
ち
を
簡
単
に
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る

が
、
未
来
で
こ
れ
か
ら
生
き
続
け
る
人
に
滅
び
を
あ
て
は
め
る
こ
と
に
、
作

家
は
違
和
感
を
感
じ
た
と
考
え
る
。

ま
た
結
末
を
村
上
は
次
の
よ
う
に
大
幅
に
加
筆
し
た
。
Ｓ
・
Ｖ
へ
の
改
稿

は
、
基
本
的
に
削
除
さ
れ
る
傾
向
が
多
い
の
だ
が
、
結
末
だ
け
は
加
筆
さ
れ

て
い
る
。
結
末
は
テ
ク
ス
ト
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

作
者
の
改
稿
へ
の
熱
意
の
現
れ
と
も
言
え
る
。

「
28
番
」
と
い
と
こ
が
言
っ
た
。「
28
番
の
バ
ス
で
い
い
ん
で
し
ょ
？
」

坂
道
の
右
手
の
大
き
な
カ
ー
ブ
を
一
台
の
バ
ス
が
こ
ち
ら
に
向
っ
て
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曲
っ
て
く
る
の
が
見
え
た
。
見
覚
え
の
あ
る
古
い
型
の
バ
ス
で
、
正
面

に
「
28
」
と
い
う
番
号
の
札
が
か
か
っ
て
い
た
。
僕
は
ベ
ン
チ
か
ら
立

ち
あ
が
っ
て
片
手
を
上
げ
、
バ
ス
の
運
転
手
に
合
図
を
し
た
。
い
と
こ

は
手
の
ひ
ら
を
広
げ
て
も
う
一
度
小
銭
を
数
え
な
お
し
た
。
そ
し
て
僕

と
い
と
こ
は
二
人
で
肩
を
並
べ
る
よ
う
に
し
て
、
バ
ス
の
扉
が
開
く
の

を
待
っ
た
。 

（
Ｌ
・
Ｖ
）

僕
は
そ
の
と
き
、
あ
の
夏
の
午
後
に
お
見
舞
い
に
持
っ
て
い
っ
た

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
箱
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
彼
女
が
嬉
し
そ
う
に
箱

の
ふ
た
を
開
け
た
と
き
、
そ
の
一
ダ
ー
ス
の
小
さ
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は

見
る
影
も
な
く
溶
け
て
、
し
き
り
の
紙
や
箱
の
ふ
た
に
べ
っ
と
り
と

く
っ
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
た
。
僕
と
友
だ
ち
は
病
院
に
来
る
途
中
、
海

岸
に
バ
イ
ク
を
停
め
た
。
そ
し
て
二
人
で
砂
浜
に
寝
こ
ろ
ん
で
い
ろ
ん

な
話
を
し
た
。
そ
の
あ
い
だ
、
僕
ら
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
箱
を
、
激
し

い
八
月
の
日
差
し
の
下
に
出
し
っ
ぱ
な
し
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の

菓
子
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
。
で
も
そ

の
午
後
、
僕
ら
は
何
を
感
じ
る
こ
と
も
な
く
、
つ
ま
ら
な
い
冗
談
を
言

い
あ
っ
て
そ
の
ま
ま
別
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
そ
し
て
あ
の
丘
を
、
め
く

ら
や
な
ぎ
の
は
び
こ
る
ま
ま
置
き
ざ
り
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

い
と
こ
が
僕
の
右
腕
を
強
い
力
で
つ
か
ん
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
傍
点
は
原
文
に
あ
り
）

「
大
丈
夫
？
」
と
い
と
こ
が
尋
ね
た
。

僕
は
意
識
を
現
実
に
戻
し
、
ベ
ン
チ
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
。
今
度
は

う
ま
く
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
た
。
吹
き
過
ぎ
て
ゆ
く
五
月
の
懐
か

し
い
風
を
、
も
う
一
度
肌
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
僕
は
そ
れ
か
ら

ほ
ん
の
何
秒
か
の
あ
い
だ
、
薄
暗
い
奇
妙
な
場
所
に
立
っ
て
い
た
。
目

に
見
え
る
も
の
が
存
在
せ
ず
、
目
に
見
え
な
い
も
の
が
存
在
す
る
場
所

に
。
で
も
や
が
て
目
の
前
に
現
実
の
番
の
バ
ス
が
留
ま
り
、
そ
の
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
。

僕
は
い
と
こ
の
肩
に
手
を
置
い
た
。「
大
丈
夫
だ
よ
」と
僕
は
言
っ
た
。

（
Ｓ
・
Ｖ
２
）

「
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
」
の
は
菓
子
（
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
）
で
は
な
く
、
闇
へ
む
か
っ

て
ゆ
く
者
（
彼
・
彼
女
）
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
崩
壊
に
対
し
て
、「
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
」、「
め
く
ら
や
な
ぎ
の
は
び
こ
る
ま
ま
置
き
ざ
り
に
し
て

し
ま
っ
た
の
だ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
激
し
く
後
悔
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

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
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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
。
そ
れ
は
聴
衆
で
あ
る
被
災
者
の
方
々

へ
、
今
現
実
で
生
き
残
る
こ
と
は
何
よ
り
も
大
事
な
の
だ
と
い
う
村
上
な
り

の
励
ま
し
で
あ
っ
た
ろ
う
。

お
わ
り
に　

︱
「
喪
の
仕
事
」
と
し
て
の
「
集
」
構
成
︱

冒
頭
で
掲
げ
た
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
一
冊
を
読
み
切
っ
た
と
き
、

癒
や
さ
れ
、
慰
め
ら
れ
た
と
い
う
金
春
美
氏
の
体
験
。
こ
れ
は
個
々
の
短
編

の
力
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
の
集
構
成
が
密
接
に

関
わ
っ
て
い
る
。
１
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
で
は
本
心
が
伝
わ
ら
な
い

孤
独
が
描
か
れ
、
２
「
緑
色
の
獣
」
で
は
本
心
が
伝
わ
り
す
ぎ
る
悲
劇
が
描

か
れ
た
。
３
「
沈
黙
」
で
は
語
っ
て
も
癒
や
さ
れ
な
い
深
い
ト
ラ
ウ
マ
が
描

か
れ
、
心
理
的
に
底
に
達
す
る
。
そ
し
て
４
「
氷
男
」
５
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」

に
お
い
て
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
な
り
感
情
さ
え
も
喪
失
す
る
男
女
が
描
か
れ

て
い
る
。
集
の
前
半
で
は
個
々
の
救
わ
れ
な
い
思
い
を
レ
ベ
ル
別
に
描
き
あ

げ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
痛
み
は
簡
単
に
は
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
を
後
半
に
配
置
し
て
い

る
。
６
「
七
番
目
の
男
」
で
は
「
沈
黙
」
で
救
わ
れ
な
か
っ
た
立
場
の
人
間

に
一
縷
の
光
を
見
せ
、
７
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女
」
で
は
「
現
実
で

生
き
続
け
る
意
志
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
の
言
う
「
喪
の
仕

事
」
と
同
じ
流
れ
を
短
編
集
が
も
た
ら
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
は
村
上
の
短
編
集
の
中
で
は
比
較
的
地
味
な

存
在
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
短
編
が
「
集
」
と
な
っ
た
と
き
、
想
像

以
上
の
効
果
（「
喪
の
仕
事
」）
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
「
曖
昧
さ
」
が
特
徴

の
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
が
集
の
入
り
口
と
し
て
機
能
し
、
安
易
な
救

済
に
見
え
る
「
七
番
目
の
男
」
は
そ
れ
以
前
の
五
作
を
受
け
た
上
で
の
「
救

済
」
へ
と
変
わ
る
。
そ
し
て
、「
あ
た
た
か
い
、
親
切
な
、
他
人
を
思
い
や

る
心
」
と
い
っ
た
一
つ
の
「
文
学
の
効
能
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
文
学

の
効
能
」
こ
そ
、
村
上
文
学
が
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
証
左

で
あ
り
、
日
本
と
い
う
枠
を
越
え
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
読
者
層
の
心
に
響
く
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
後
、
村
上
は
よ
り
明
確
な
戦
略
、
共
通
テ
ー
マ
の

短
編
連
作
と
い
う
形
（『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』、『
東
京
奇
譚
集
』）

で
、
長
編
と
違
っ
た
村
上
独
特
の
世
界
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
。
短
編
「
集
」

は
、
村
上
文
学
の
一
つ
の
重
要
な
戦
略
な
の
で
あ
る
。

注（
１
）　
『A

 W
ild H

aruki Chase  

世
界
は
村
上
春
樹
を
ど
う
読
む
か
』（
文

藝
春
秋
、
二
〇
〇
六
・
一
〇
）

（
２
）　
『
村
上
春
樹
の
短
編
を
英
語
で
読
む　

1979

〜2011

』（
講
談
社
、

二
〇
一
一
・
八
）

（
３
）　
「〈
傷
つ
き
や
す
さ
〉
の
変
奏
―
村
上
春
樹
の
短
編
小
説
に
お
け
る
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ヴ
ァ
ル
ネ
ラ
ビ
リ
テ
ィ
」（『
層
』
二
〇
一
一
・
三
）

（
４
）　

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

（
５
）　
『
心
理
学
辞
典
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
・
一
）

（
６
）　
「
か
え
る
く
ん
の
い
る
場
所
」（『
は
じ
め
て
の
文
学　

村
上
春
樹
』

文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
六
・
六
）

（
７
）　

拙
稿
「「
曖
昧
さ
」
と
い
う
方
法
―
村
上
春
樹
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の

幽
霊
」
論
―
」（『
国
文
学
攷
』
二
〇
一
二
・
六
）

（
８
）　
「
村
上
春
樹
「
緑
色
の
獣
」
論
―
〈
心
の
闇
〉
と
闘
う
「
私
」
の
」

（『
比
較
文
化
論
叢　

札
幌
大
学
文
化
学
部
紀
要
27
』
二
〇
一
二
・
三
）

（
９
）　

山
下
航
正
「
村
上
春
樹
「
緑
色
の
獣
」
論 

― 

そ
の
〈
語
り
〉
と

「
読
み
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
近
代
文
学
試
論
』
二
〇
一
二
・
一
二
）、
竹

内
直
人
「
村
上
春
樹
『
緑
色
の
獣
』
に
お
け
る
自
傷
儀
式
」（『
清
和
大
学

短
期
大
学
部
紀
要
』
二
〇
一
一
）、
坂
野
唯
「『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
／

ほ
か
二
篇
』
論
」（『
米
沢
国
語
国
文
』
二
〇
一
〇
）

（
10
）　
「
沈
黙
」
の
先
行
論
文
と
し
て
、
岡
田
豊
「
村
上
春
樹
『
沈
黙
』
に

関
す
る
一
考
察
―
大
沢
の
〈
沈
黙
〉／「
僕
」
の
〈
沈
黙
〉
―
」（『
駒

沢
国
文
』
二
〇
〇
六
・
二
）、
長
谷
川
達
哉
「
羊
た
ち
の
沈
黙
―
村
上

春
樹
『
沈
黙
』
論
」（『
村
上
春
樹
と
一
九
八
〇
年
代
』
お
う
ふ
う　

二
〇
〇
八
・
一
一
）、
木
村
功
「
村
上
春
樹
「
沈
黙
」
論 

― 

学シ
ス
テ
ム校

と
個

人
を
め
ぐ
る
「
小
説
の
現
在
」」（『
村
上
春
樹
と
小
説
の
現
在
』
和
泉

書
院
、
二
〇
一
一
・
三
）、
馬
場
重
行
「
村
上
春
樹
「
沈
黙
」
論
―
「
深

み
」
の
共
有
へ
―
」（『〈
教
室
〉
の
中
の
村
上
春
樹
』
ひ
つ
じ
書
房
、

二
〇
一
一
・
八
）、
お
よ
び
注
２
加
藤
典
洋
氏
の
論
考
が
あ
る
。

（
11
）　

注
６
に
同
じ
。

（
12
）　
『
心
的
外
傷
と
回
復
』（
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
九
・
一
一
）

（
13
）　

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
の
特
徴
は
、「
侵
入
」（
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
・
悪
夢
）、

「
回
避
・
麻
痺
」（
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
の
逃
げ
、
生
の
力
の
低
下
）、「
過
覚

醒
」（
過
敏
な
反
応
、
自
律
神
経
の
興
奮
状
態
）
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
症

状
が
一
カ
月
以
上
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
基
準
と
し
て
い
る
。
以
下
の
文

献
を
参
考
に
し
た
。
森
茂
起
『
ト
ラ
ウ
マ
の
発
見
』（
講
談
社
メ
チ
エ
、

二
〇
〇
五
・
二
）、
西
澤
哲
『
ト
ラ
ウ
マ
の
臨
床
心
理
学
』（
金
剛
出
版
、

一
九
九
二
・
二
）、
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
Ｌ
・
ハ
ー
マ
ン
『
心
的
外
傷
と
回
復
』（
み

す
ず
書
房
、
一
九
九
九
・
一
一
）

（
14
）　

注
４
に
同
じ
。

（
15
）　
「
喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」（
引
用
は
フ
ロ
イ
ト
、
中
山
元
訳
『
人
は
な

ぜ
戦
争
を
す
る
の
か　

エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
』
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
、

二
〇
〇
八
・
二
）
よ
り
。

（
16
）　

永
井
聖
剛
「
七
番
目
の
男
」（『
高
等
学
校　

改
訂
版
現
代
文
２　

指

導
と
研
究
』
第
一
学
習
社
、
二
〇
〇
〇
・
三
）

（
17
）　

中
村
三
春
「
七
番
目
の
男
」（『
ア
エ
ラ
ム
ッ
ク　

村
上
春
樹
が
わ

か
る
』
二
〇
〇
一･

一
二
）、
高
山
千
恵
子
「
円
の
環
の
向
こ
う
に
答
え

が
あ
る
―
村
上
春
樹
「
七
番
目
の
男
」
を
読
む
」（『
月
刊
国
語
教
育
』

二
〇
〇
三
・
五
）、
河
本
理
栄
「〈
倒
壊
〉
す
る
世
界
に
現
れ
る
問
題
―
『
七
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番
目
の
男
』
を
読
ん
で
」（『
月
刊
国
語
教
育
』
二
〇
〇
三
・
八
）、
角
谷
有

一
「
作
品
の
深
み
へ
誘
う
「
読
み
」
の
授
業
を
求
め
て
―
村
上
春
樹
『
七

番
目
の
男
』
を
取
り
上
げ
て
―
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
四
・
三
）、
佐

野
正
俊
「
村
上
春
樹
「
七
番
目
の
男
」
の
教
材
性
を
め
ぐ
っ
て
―
文
学

教
育
再
入
門
の
試
み
―
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
〇
五
・
八
）、
小
林
美
鈴

「「
七
番
目
の
男
」
―
「
機
能
と
し
て
の
語
り
」
を
読
む
」（『
月
刊
国
語
教

育
』
二
〇
〇
六
・
一
二
）、
佐
藤
洋
一
、
常
原
拓
「
現
代
小
説
教
材
に
お
け

る
「
国
語
科
学
習
・
評
価
シ
ス
テ
ム
の
開
発
」
―
村
上
春
樹
「
七
番
目
の

男
」（
高
３
・
第
一
学
習
社
）
の
授
業
モ
デ
ル
を
例
に
―
」（『
愛
知
教
育

大
学
研
究
報
告
55
（
教
育
科
学
編
）』
二
〇
〇
六
・
三
）
高
野
光
男
「
物
語

化
に
抗
し
て
―
村
上
春
樹
「
七
番
目
の
男
」
の
語
り
」（『
解
釈
と
鑑
賞
』

二
〇
〇
八
・
七
）
幸
田
国
広
「「
七
番
目
の
男
」（
村
上
春
樹
）
の
授
業
実

践
史
」（『
文
学
の
授
業
づ
く
り
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク　

第
４
巻
―
授
業
実
践
史

を
ふ
ま
え
て
―　

中
・
高
等
学
校
編
』
溪
水
社
、
二
〇
一
〇
・
三
）、
角
谷

有
一
「『
七
番
目
の
男
』
そ
の
暗
闇
の
深
さ
を
読
む
」（『〈
教
室
〉
の
中
の

村
上
春
樹
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
一･

八
）

（
18
）　

注
17
に
同
じ
。

（
19
）　

注
17
に
同
じ
。

（
20
）　

注
17
に
同
じ
。

（
21
）　
「
こ
こ
ろ
」
と
の
比
較
は
松
本
常
彦
「「
七
番
目
の
男
」
を
迂
回
し

て
、「
こ
こ
ろ
」
へ
」（『
九
大
日
文
』
二
〇
〇
四
・
一
二
）
に
詳
し
い
。
他

に
も
注
17
の
高
山
氏
、
注
２
の
加
藤
氏
に
分
析
が
あ
る
。

（
22
）　

注
２
に
同
じ
。

（
23
）　

拙
稿
「
滅
び
に
向
か
う
も
の
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
・
一
二
）
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十
八

A Power of A Short-Story Collection:  
The Structure of Haruki Murakami’s Lexington Ghosts

and Sigmund Freud’s Work of Mourning

Yumie  YAMANE (TANO)
The aim of this study is to reveal that the structure of Lexington Ghosts short stories of Haruki 

Murakami, has the same effect as “work of mourning” conceptualized by Sigmund Freud.

Lexington Ghosts is a collection of short stories, including “Lexington Ghosts”, “The Green 

Monster”, “The Silence”, “The Ice Man”, “Tony Takitani”, “The Seventh Man”, “Blind Willow, 

Sleeping Woman”.  

“Lexington Ghosts” depicts Casey’s loneliness that he could not convey to a narrator. “The 

Green Monster” is a story that the cruel heart of a woman destroys the “green monster”. “The Si-

lence” portrays a deep trauma that Osawa cannot heal. “The Ice Man” and “Tony Takitani” are sto-

ries that they have been deprived of their emotions, because they were all alone in the world.

The stories present the characters who lost hope. The sorrows have been deep in stages. The 

deepest loneliness is depicted in “The Silence”. Then, “The ice man” and “Tony Takitani” show the 

process that the people have been losing their emotions, after falling into deep despair.

“The Seventh Man” features a man who talks about his process of having overcome his trau-

ma. “Blind Willow, Sleeping Woman” is a story that a man determined to live positively in the real 

world. The stories of delineate the process of recovery from their loneliness.

The structure of Lexington Ghosts shows the process, 1) gentle sorrow, 2) deep despair, 3) to 

lose the emotions, 4) to hope to live. This has the same process as that of the “work of mourning” of 

Sigmund Freud.


