
広島大学学術情報リポジトリ
Hiroshima University Institutional Repository

Title
三島由紀夫『青の時代』論 : 語られない耀子が語るもの

Author(s)
九内, 悠水子

Citation
国文学攷 , 255 : 1 - 13

Issue Date
2023-12-31

DOI

Self DOI

URL
https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00054786

Right
本誌に掲載された論文等の著作権は、著者に帰属します。

Relation

https://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00054786


̶ 1 ̶

一
方
、
三
島
自
身
は
、「
資
料
の
醗
酵
を
待
た
ず
に
、
集
め
る
そ
ば
か
ら
小

説
に
使
つ
た
軽
率
さ
は
、
今
更
誰
の
せ
ゐ
に
も
で
き
な
い
が
、
残
念
な
こ
と
で

あ
る
。
文
体
も
亦
粗
雑
で
あ
り
、
時
に
は
俗
悪
に
堕
し
て
ゐ
る
。
構
成
は
乱
雑

で
尻
す
ぼ
ま
り
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、続
け
て
「
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、

こ
の
失
敗
作
に
、
今
な
ほ
作
者
は
不
可
思
議
な
愛
着
の
念
を
禁
ず
る
こ
と
が
で

き
な
い
（
７
）

」
と
述
懐
す
る
。『
鏡
子
の
家
』
の
よ
う
に
、「
失
敗
作
」
の
烙
印
を
押

さ
れ
つ
つ
も
、
愛
着
を
禁
じ
得
な
い
作
品
が
『
青
の
時
代
』
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。

こ
の
他
、
本
格
的
な
論
考
は
そ
れ
ほ
ど
数
が
な
い
が
、
プ
レ
テ
ク
ス
ト
と
の

比
較
、
同
一
素
材
を
取
り
挙
げ
た
他
作
家
作
品
と
の
比
較
、
誠
の
論
理
に
関
す

る
分
析
、
表
象
分
析
、
生
成
に
関
わ
る
分
析
、
時
代
と
の
関
連
性
な
ど
、
多
岐

に
わ
た
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
為
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
ほ
と

ん
ど
が
、
主
人
公
川
崎
誠
を
中
心
と
す
る
視
点
で
分
析
さ
れ
て
お
り
、
新
た
な

解
釈
の
余
地
は
ま
だ
十
分
に
残
し
た
状
況
と
言
え
る
。

１
．
は
じ
め
に

一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）
年
七
月
〜
一
二
月
に
か
け
て
、
雑
誌
『
新
潮
』
で

連
載
さ
れ
た
三
島
由
紀
夫
の
『
青
の
時
代
』
で
あ
る
が
、「
独
自
の
意
味
を
充

分
に
持
つ
文
学
作
品
（
１
）

」
と
す
る
武
田
泰
淳
や
、「
貴
重
な
同
時
代
の
証
言
で
あ

り
記
念
碑
（
２
）

」
と
す
る
日
野
啓
三
、「
戦
後
の
一
時
期
の
知
的
青
春
の
姿
を
、
こ

れ
ほ
ど
あ
ざ
や
か
に
」
描
い
た
小
説
は
な
い
（
３
）

と
す
る
磯
田
光
一
な
ど
の
ご
く
わ

ず
か
な
好
意
的
評
価
を
除
い
て
、
基
本
的
に
は
、「
失
敗
作
」
と
み
な
す
向
き

が
あ
る
。
幼
年
時
代
は
非
常
に
よ
く
書
け
て
い
る
が
、
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
を
始

め
て
か
ら
の
主
人
公
は
、「
作
者
と
し
て
「
贋
英
雄
」
と
い
う
ふ
う
に
し
て
手

玉
に
と
っ
て
い
る
つ
も
り
な
ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
人
間
の
方
が
そ
う
動
い

て
い
な
い
（
４
）
」、
前
半
部
分
は
良
い
が
後
半
は
「
剥
製
み
た
い

（
５
）
」、「
同
情
よ
り
も

ひ
ど
く
ひ
や
か
し
半
分
に
や
っ
つ
け
て
し
ま
っ
て
る
と
い
う
感
じ
（
６
）
」
と
い
っ
た

よ
う
な
、
否
定
的
な
評
価
が
大
半
で
あ
る
。

九

　

内

　

悠

水

子

︱ 

語
ら
れ
な
い
耀
子
が
語
る
も
の 

︱

三
島
由
紀
夫
『
青
の
時
代
』
論
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月
下
旬
）
の
こ
と
が
、
バ
ッ
サ
リ
と
削
ら
れ
て
い
る

（
９
）

。
こ
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る

軍
隊
時
代
の
六
年
間
の
削
除
に
つ
い
て
は
、
野
口
武
彦）

10
（

の
、「
小
説
の
破
綻
は

お
そ
ら
く
第
六
章
の
中
途
、
川
崎
誠
の
生
い
立
ち
の
記
述
か
ら
一
挙
に
六
年
間

を
省
略
し
た
と
こ
ろ
に
も
っ
と
も
集
中
的
に
現
れ
」
て
お
り
、「
こ
の
箇
所
を

境
い
目
に
し
て
『
青
の
時
代
』
は
前
半
と
後
半
に
分
裂
し
て
し
ま
い
」、「
そ
の

縫
合
は
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
批
判
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
構
成

上
の
破
綻
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
、
と
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
な
ぜ
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
が
銀
座
に
移
っ
て
ま

も
な
く
の
、
昭
和
二
四
年
二
月
半
ば
の
時
点
で
、
物
語
を
打
ち
切
っ
て
し
ま
っ

た
の
か）

11
（

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の

問
題
に
は
、
耀
子
の
人
物
造
型
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ま

ず
は
、
彼
女
を
め
ぐ
る
背
景
を
少
し
紐
解
い
て
お
き
た
い
。

『
青
の
時
代
』
に
お
い
て
、
誠
が
執
着
す
る
野
上
耀
子
の
モ
デ
ル
と
し
て
は
、

山
崎
晃
嗣
の
『
私
は
偽
悪
者）

12
（

』
に
出
て
く
る
、「
第
六
の
女）

13
（

」
が
ま
ず
挙
げ
ら

れ
る
。
山
崎
は
、
昭
和
二
四
年
四
月
中
旬
に
、「
求
む
秘
書
、
近
代
的
教
養
ア

ル
女
性
、
容
姿
端
麗
ノ
コ
ト
」
と
す
る
新
聞
広
告
を
出
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に

応
募
し
て
き
た
の
が
、こ
の
「
第
六
の
女
」で
あ
っ
た
。
当
時
の
日
記
に
は
、「
女

秘
書
き
ま
る
、
嬉
し
い
、
美
人
だ
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
彼
女
が
、
山
崎
の
会

社
へ
秘
書
と
し
て
入
社
し
た
の
は
同
年
五
月
一
日
の
こ
と
、
そ
し
て
わ
ず
か
そ

の
一
〇
日
後
の
五
月
一
〇
日
に
、
山
崎
は
彼
女
を
ホ
テ
ル
へ
無
理
や
り
呼
び
寄

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
作
品
後
半
部
か
ら
登
場
し
、
主
人
公
誠
を
翻
弄
す
る
女

性
「
野
上
耀
子
」
を
軸
と
し
て
、『
青
の
時
代
』
を
捉
え
直
し
て
み
る
こ
と
に

し
た
。
モ
デ
ル
と
な
る
事
件
や
人
物
と
の
差
異
の
整
理
、『
青
の
時
代
』
に
見

ら
れ
る
「
語
り
」
の
手
法
の
分
析
、
耀
子
の
人
物
造
型
と
そ
れ
が
意
味
す
る
も

の
の
考
察
な
ど
を
通
じ
て
、
三
島
作
品
に
お
け
る
女
性
表
象
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
け
れ
ば
と
思
う
。

２
．『
青
の
時
代
』
の
背
景

本
論
に
入
る
前
に
、『
青
の
時
代
』
の
背
景
に
つ
い
て
、少
し
整
理
し
て
お
く
。

こ
の
小
説
が
、
東
京
大
学
在
学
中
に
闇
金
融
「
光
ク
ラ
ブ
」
を
創
設
し
、
事
業

を
急
拡
大
さ
せ
る
も
、
物
価
統
制
令
違
反
で
逮
捕
さ
れ
、
や
が
て
資
金
繰
り
に

行
き
詰
ま
り
、
青
酸
カ
リ
自
殺
を
遂
げ
た
山
崎
晃
嗣
の
、
い
わ
ゆ
る
「
光
ク
ラ

ブ
事
件
」
に
か
な
り
忠
実
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
、『
青
の
時
代
』
に
お
け
る

序
や
、
佐
藤
秀
明（
８
）

を
は
じ
め
と
す
る
先
行
研
究
の
中
で
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
創
作
ノ
ー
ト
か
ら
も
、
山
崎
の
故
郷
で
あ
る
木
更
津
の
歴
史

や
、
祖
父
の
代
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
た
家
系
、
一
高
で
の
寮
生
活
や
入
営
後
の
様

子
、
当
時
の
歴
史
的
・
経
済
的
な
背
景
等
々
に
至
る
ま
で
、
三
島
が
、
か
な
り

綿
密
な
事
前
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

一
方
で
、
小
説
に
お
い
て
は
、
誠
の
一
高
在
学
時
（
昭
和
一
五
年
初
頭
）
〜

復
員
（
昭
和
二
〇
年
九
月
）
ま
で
の
六
年
間
と
、
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
が
中
野
か

ら
銀
座
へ
移
り
、
間
も
な
く
発
覚
し
た
耀
子
の
裏
切
り
以
降
（
昭
和
二
四
年
二
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期
間
は
「
約
一
ヶ
月
」
か
ら
「
約
三
年
半
」
へ
と
、
大
幅
に
延
長
さ
れ
た
こ
と

に
な
る
。
誠
は
、耀
子
と
初
め
て
会
っ
た
と
き
、彼
女
の
履
く
ス
カ
ー
ト
を
「
世

に
も
優
美
な
も
の
」
に
、
ま
た
そ
の
「
柔
軟
な
指
さ
き
」
に
「
女
そ
の
も
の
」

を
感
じ
、「
明
る
い
乾
燥
し
た
響
き
」
の
声
、
軽
快
に
動
く
「
瞳
」
に
心
を
奪

わ
れ
て
い
く
。
そ
の
後
三
年
ほ
ど
、
じ
れ
っ
た
い
や
り
取
り
を
重
ね
る
中
で
誠

は
、
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
の
設
立
を
決
断
、
耀
子
は
事
務
所
の
サ
ク
ラ
と
し
て
は

じ
め
は
参
加
し
、
そ
の
後
は
秘
書
と
し
て
会
社
運
営
に
携
わ
っ
て
い
っ
た
。
太

陽
カ
ン
パ
ニ
イ
が
、
中
野
の
鍋
横
マ
ー
ケ
ッ
ト
か
ら
銀
座
へ
と
進
出
し
た
の
が

昭
和
二
四
年
の
一
月
、様
子
が
お
か
し
い
こ
と
を
察
知
し
た
誠
の
母
た
つ
子
が
、

易
を
伴
っ
て
上
京
し
て
き
た
の
が
翌
二
月
半
ば
、そ
し
て
そ
の
日
の
夜
に
、や
っ

と
誠
は
彼
女
に
手
を
付
け
て
い
る
。
誠
は
、
こ
の
と
き
既
に
耀
子
に
彼
氏
が
い

る
こ
と
、
会
社
の
内
情
を
ス
パ
イ
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
妊
娠
三
ヶ
月
で

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
。
耀
子
と
、「
下
つ
端
の
税
務
署
員
」
と
の
関
係
が

い
つ
始
ま
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
作
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ス

パ
イ
行
為
を
働
き
始
め
る
の
は
、
少
な
く
と
も
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
が
軌
道
に
乗

り
、
税
務
署
に
目
を
付
け
ら
れ
る
ほ
ど
の
派
手
な
事
業
を
展
開
し
て
か
ら
で
な

い
と
辻
褄
が
合
わ
な
い
。
よ
っ
て
、そ
の
時
期
は
、誠
が
彼
女
を
デ
ー
ト
に
誘
っ

た
一
一
月
半
ば
か
ら
、
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
が
銀
座
に
進
出
す
る
一
月
こ
ろ
ま
で

の
間
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
誠
が

耀
子
に
手
を
付
け
た
二
月
半
ば
に
は
、
す
で
に
耀
子
は
妊
娠
三
ヶ
月
で
あ
っ
た

の
だ
か
ら
、
妊
娠
期
間
等
を
考
え
る
と
、
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
に
入
社
し
た
昭
和

せ
、
半
ば
強
引
に
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
時
の
山
崎
は
、
彼
女
が

処
女
で
あ
る
こ
と
を
毫
も
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
女
が
頻
繁
に
掛
け
る
電
話

か
ら
、
税
務
署
と
の
つ
な
が
り
を
知
っ
た
の
は
入
社
後
一
ヶ
月
余
り
た
っ
た
頃

の
こ
と
で
、
そ
の
後
、
彼
女
は
す
ぐ
に
会
社
を
辞
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
働
い

た
期
間
は
わ
ず
か
一
ヶ
月
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
疑
う
と
同
時
に
山

崎
は
、
探
偵
社
に
「
第
六
の
女
」
の
調
査
を
依
頼
し
、
そ
の
報
告
書
か
ら
、
税

務
署
勤
め
の
恋
人
が
い
る
こ
と
、
妊
娠
三
ヶ
月
で
あ
る
こ
と
、
恋
人
と
は
約
二

年
ほ
ど
前
か
ら
の
付
き
合
い
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
知
っ
た
。
彼
女
の
入
社
目

的
を
ス
パ
イ
と
断
定
し
た
山
崎
は
、
綿
密
な
復
讐
計
画
を
練
り
、
こ
れ
を
実
行

し
て
い
る
）
14
（

。
こ
の
「
第
六
の
女
」
の
恋
人
が
、
光
ク
ラ
ブ
の
あ
る
銀
座
を
管
轄

と
す
る
京
橋
税
務
署
に
入
っ
た
の
は
、
昭
和
二
三
年
の
五
月
五
日
（
女
が
光
ク

ラ
ブ
に
入
る
約
一
年
前
）
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
彼
女
の
秘
書
と
し
て
の
入
社
動

機
は
、
山
崎
の
見
立
て
通
り
、
最
初
か
ら
恋
人
に
協
力
す
る
た
め
の
ス
パ
イ
行

為
に
あ
っ
た
、
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
税
務
署
員
の
恋
人
を
持
ち
、
会

社
に
対
し
ス
パ
イ
行
為
を
働
い
た
こ
と
、
秘
書
と
し
て
は
非
常
に
有
能
で
あ
っ

た
こ
と
、
全
く
疑
わ
ぬ
ほ
ど
に
完
璧
な
処
女
ら
し
さ
を
装
っ
て
い
た
こ
と
な
ど

は
、
そ
の
ま
ま
作
中
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、「
第
六
の
女
」
に
は
な

い
要
素
も
、
耀
子
に
は
い
ろ
い
ろ
と
付
与
さ
れ
て
い
る
。

耀
子
と
誠
が
出
会
っ
た
の
は
、
誠
が
金
融
業
に
足
を
踏
み
入
れ
る
ず
っ
と
以

前
、
復
員
・
復
学
直
後
の
昭
和
二
〇
年
の
九
月
初
め
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
作
品
の
ラ
ス
ト
は
二
四
年
の
二
月
半
ば
で
あ
る
の
で
、
二
人
が
関
わ
っ
た
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れ
、
大
学
追
放
と
な
る
。
退
官
後
は
上
京
し
、
中
野
正
剛
や
緒
方
竹
虎
ら
の
知

遇
を
得
な
が
ら
、
政
治
評
論
を
執
筆
、
ま
た
、
昭
和
八
年
か
ら
は
近
衛
文
麿
の

私
的
ブ
レ
ー
ン
ト
ラ
ス
ト
で
あ
る
昭
和
研
究
会
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を

担
っ
た
。
戦
後
は
、
父
友
房
と
同
じ
く
議
員
の
道
へ
進
み
）
16
（

、
保
守
系
無
所
属
議

員
で
構
成
さ
れ
た
緑
風
会
に
参
画
、
昭
和
二
三
年
一
〇
月
九
日
に
五
二
歳
で
死

去
し
て
い
る
。
誠
は
、耀
子
が
「
九
州
帝
大
の
政
治
学
教
授
で
あ
っ
た
人
の
娘
」

と
知
る
と
、「
正
直
に
感
激
を
露
呈
」
し
て
い
る
が
、
こ
の
、
教
授
の
娘
と
い

う
設
定
は
、
創
作
ノ
ー
ト
に
あ
る
よ
う
に
佐
々
悌
子
（
と
そ
の
父
弘
雄
）
の
経

歴
に
拠
っ
た
の
だ
ろ
う
。
作
中
で
は
耀
子
の
父
に
つ
い
て
「
右
翼
政
治
家
」
と

の
交
渉
が
多
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
の
佐
々
家
で
は
、「
来
客
は

絶
え
間
な
か
っ
た
。
緒
方
、
中
野
両
氏
の
他
、
左
翼
も
右
翼
も
出
入
り
し
た
」

と
い
う）

17
（

。

三
島
と
悌
子
の
個
人
的
付
き
合
い
は
戦
後
の
二
〜
三
年
ほ
ど
で
あ
っ
た
が
、

悌
子
は
三
島
の
死
後
、「
三
島
由
紀
夫
の
手
紙
」と
題
す
る
連
載
を
『
週
刊
朝
日
』

に
て
持
つ
。
そ
の
中
で
は
、「
恋
愛
ほ
ど
絶
対
性
の
な
い
も
の
は
な
い
」、「
と

に
か
く
恋
愛
な
ん
て
し
た
く
な
か
っ
た
」、
裏
切
り
が
怖
く
嫌
な
た
め
「
恋
愛

が
で
き
な
い
」、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
き
綴
っ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
と
あ

る
ご
と
に
議
論
を
三
島
に
吹
っ
掛
け
た
と
も
語
っ
て
い
る
。ち
な
み
に
三
島
は
、

悌
子
へ
の
手
紙
の
中
で
、「
君
は
や
っ
ぱ
り
ど
こ
か
お
嬢
さ
ん
風
が
抜
け
な
い

か
ら
、「
赤
と
黒
」の
マ
チ
ル
ド
を
思
ひ
だ
さ
せ
ま
す
ね）

18
（

」と
書
き
記
し
て
い
る
。

雑
誌
『
人
間
』
の
編
集
長
を
し
て
い
た
木
村
徳
三
は
、光
ク
ラ
ブ
を
題
材
に
「
戦

二
三
年
一
〇
月
末
頃
の
段
階
で
は
、す
で
に
恋
人
が
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

整
理
す
る
と
、
耀
子
が
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
に
近
づ
い
た
時
は
す
で
に
税
務
署
員

の
恋
人
が
い
た
が
、
入
社
時
点
で
は
ス
パ
イ
を
行
う
つ
も
り
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
耀
子
の
男
嫌
い
や
拝
金
主
義
、「
教
授
の
娘
」
と
い
う
出
自
、

あ
る
い
は
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
設
立
以
前
の
、
敗
戦
直
後
か
ら
誠
と
関
わ
り
が

あ
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
山
崎
が
書
き
残
し
た
「
第
六
の
女
」
に
関
す
る
情
報
の

中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
造
型
は
む
し
ろ
、
三
島
が
モ
デ
ル
と
し

た
も
う
一
人
の
女
の
ほ
う
に
見
出
せ
る
。
田
中
美
代
子
は
、『
青
の
時
代
』
に

三
島
の
疑
似
恋
愛
体
験
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
と
し
て
、
創
作
ノ
ー
ト
に
出
て

く
る
「
佐
々
」（
悌
子
）
の
存
在
を
指
摘）

15
（

し
て
い
る
。
し
か
し
、「
創
作
ノ
ー
ト

に
は
、野
上
耀
子
に
つ
き
、「
佐
々
モ
デ
ル
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
佐
々
悌
子
は
、

「
会
計
日
記
」
等
に
よ
れ
ば
、
当
時
し
ば
ら
く
交
渉
の
あ
っ
た
女
性
の
よ
う
だ
」

と
す
る
の
み
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
三
島
の
疑
似
恋
愛
が
描
き
込
ま
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
ま
で
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
耀
子
と
佐
々
悌
子
の

間
に
ど
の
よ
う
な
関
連
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
以
下
、
見
て
い
き
た
い
。

三
島
の
妹
、
平
岡
美
津
子
と
聖
心
女
子
学
院
専
門
部
に
て
同
級
生
で
あ
っ
た

佐
々
悌
子
は
、
政
治
学
者
佐
々
弘
雄
の
娘
で
あ
っ
た
。
吉
野
作
造
や
美
濃
部
達

吉
の
薫
陶
を
受
け
た
弘
雄
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
を
経
て
、
九
州
帝
国
大
学
法

文
学
部
教
授
に
就
任
し
、
政
治
学
を
受
け
持
っ
て
い
た
が
、
昭
和
三
年
の
九
州

帝
国
大
学
法
文
学
部
内
訌
事
件
に
よ
っ
て
「
赤
い
教
授
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
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ス
ト
リ
ー
・
マ
ン
』（
一
九
七
五
）
に
お
け
る
主
人
公
ハ
ワ
ー
ド
・
カ
ー
ク
と
、

彼
の
同
僚
フ
ロ
ー
ラ
・

ベ
ニ
フ
ォ
ー
ム
が
ベ
ッ
ド
の
上
で
繰
り
広
げ
る
や
り

取
り
の
一
節
を
例
に
挙
げ
、「
登
場
人
物
が
内
心
で
下
す
解
釈
や
作
者
の
コ
メ

ン
ト
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
」
く
、「
彼
（
彼
女
）
は
言
う
（
訊
く
）」
と
い
っ

た
単
純
な
や
り
取
り
、
す
な
わ
ち
「
描
写
と
対
話
」
の
み
で
綴
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
性
交
の
描
写
場
面
で
は
、「
少
な
く
と
も
一
方
の
人
物
の
感

情
な
り
知
覚
な
り
が
内
面
描
写
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
が
、

こ
こ
に
は
そ
れ
も
な
い
」
と
ロ
ッ
ジ
は
言
う
の
で
あ
る
。
わ
ざ
と
「
事
物
の
表

層
」
し
か
語
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、「
注
意
深
さ
」
や
「
不
安
」
を
読
者
に

与
え
、
か
つ
「
解
釈
の
重
荷
」
を
も
委
ね
る
意
図
が
そ
こ
に
は
あ
る
。『
青
の

時
代
』
の
第
一
六
章
に
お
け
る
、誠
と
耀
子
の
会
話
、そ
し
て
そ
れ
に
続
く
「
閨

房
の
描
写
」
は
、
ま
さ
に
ロ
ッ
ジ
が
挙
げ
た
『
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
マ
ン
』
の
一
節

と
似
通
っ
て
い
る
。
全
集
に
し
て
約
四
ペ
ー
ジ
半
に
も
わ
た
る
二
人
の
や
り
取

り
で
は
、「
登
場
人
物
が
内
心
で
下
す
解
釈
や
作
者
の
コ
メ
ン
ト
」
が
加
え
ら

れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
、
会
話
の
み
で
進
行
し
て
い
く）

26
（

。
な
お
、
心
情
だ
け
で

な
く
、
ア
パ
ー
ト
室
内
の
描
写
や
互
い
の
表
情
、
動
き
な
ど
の
一
切
も
書
き
込

ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
そ
の
後
の
「
閨
房
の
描
写
」
に
お
い
て
も
、「
語
り

手
は
、
自
ら
の
「
描
写
」
が
閨
房
の
「
真
実
」
に
遠
く
及
ば
な
い
と
言
い
立
て

沈
黙
す
る）

27
（

」。
こ
の
時
点
で
誠
は
、
耀
子
が
実
は
ス
パ
イ
で
あ
る
こ
と
、
ま
た

処
女
で
は
な
い（
の
み
な
ら
ず
既
に
妊
娠
三
ヶ
月
で
あ
る
）と
い
う
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
二
人
の
内
心
の
解
釈
に
語
り
手
が
踏
み
込
め
ば
、
そ
の
点
に
触
れ
ず

後
の
ジ
ュ
リ
ア
ン
ソ
レ
ル
」
を
書
か
な
い
か
と
三
島
に
勧
め
た）

19
（

が
、
こ
う
し
た

や
り
と
り
も
、
耀
子
の
モ
デ
ル
に
悌
子
を
当
て
て
み
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る）

20
（

。

３
．『
青
の
時
代
』
に
お
け
る
語
り

次
に
、
こ
れ
ら
の
背
景
を
踏
ま
え
、『
青
の
時
代
』
に
お
け
る
語
り
の
様
相

に
つ
い
て
見
て
い
く
。
先
行
研
究
に
は
、
語
り
の
手
法
に
つ
い
て
指
摘
す
る
も

の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
例
え
ば
、
語
り
手
を
絶
対
的
な
権
力
者
と
し
て
見
る
久

保
田
裕
子）

21
（

は
、
語
り
手
が
「
超
越
的
な
視
点
か
ら
作
品
世
界
を
俯
瞰
し
て
」
い

る
点
に
つ
い
て
、「
客
観
的
な
語
り
口
に
よ
っ
て
主
人
公
を
相
対
化
し
、
敢
え

て
自
分
自
身
と
乖
離
さ
せ
よ
う
」
と
す
る
作
者
の
意
志
を
読
む
。
一
方
、
藤
田

佑）
22
（

は
、
初
出
と
初
刊
の
差
異
か
ら
、
権
限
が
限
定
さ
れ
た
語
り
が
為
さ
れ
て
い

る
と
言
い
、
そ
の
背
景
に
は
「
物
語
の
虚
構
化
に
語
り
手
が
加
担
」
し
て
い
な

い
こ
と
を
表
出
す
る
狙
い
が
あ
っ
た
と
み
る
。
こ
の
ほ
か
、「
誠
の
行
為
を
滑

稽
な
も
の
と
し
て
強
調
し
て
い
く
」
語
り
が
見
ら
れ
る
と
す
る
守
谷
亜
紀
子）

23
（

の

指
摘
や
、「
作
品
の
深
層
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
」（
近
代
天
皇
制
へ
の
批
判
）
を
隠

す
た
め
の
語
り
が
為
さ
れ
て
い
る
と
す
る
王
淵
致）

24
（

の
指
摘
な
ど
も
あ
る
。
い
ず

れ
の
論
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
青
の
時
代
』
に
お
け
る
語
り
に
は
、
極
め

て
意
識
的
な
作
為
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
語
ら
な
い
」
語

り
と
い
う
点
に
着
眼
し
て
、
分
析
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ジ）

25
（

は
、
マ
ル
カ
ム
・
ブ
ラ
ド
ベ
リ
の
三
人
称
小
説
『
ヒ
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ま
は
り
の
都
会
の
ど
よ
め
き
の
な
か
で
き
く
と
、
ま
る
で
夫
人
が
幼
な
い
日
に

き
い
た
お
そ
ろ
し
い
因
果
噺
の
よ
う
に
思
は
れ
た
」（
た
つ
子
）、「
易
は
ま
る

で
対
蹠
的
で
あ
つ
た
。（
中
略
）「
伯
爵
」
と
い
ふ
滑
稽
な
称
号
が
こ
の
感
情
に

火
を
点
じ
て
激
怒
へ
み
ち
び
き
、
彼
を
し
て
目
前
に
行
な
は
れ
て
い
る
乱
暴
狼

藉
を
い
つ
の
ま
に
か
正
義
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
は
せ
た
」（
易
）、「
愛
宕
は

暮
し
向
き
の
こ
と
も
考
へ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
う
い
ふ
彼
の
目
に
誠
の
一

挙
一
動
は
好
い
気
な
も
の
と
見
え
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
け
ふ
の
よ
う
な
意
気
沮

喪
ぶ
り
を
正
直
に
見
せ
ら
れ
て
は
、
少
な
か
ら
ず
心
を
動
か
さ
れ
た
」（
愛
宕
）

と
い
っ
た
よ
う
に
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
主
要
登
場
人
物
の
内
面
に
つ
い
て
の

描
写
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
耀
子
に
関
し
て
は
、
そ
れ
が
あ
ま
り
見
当
た

ら
な
い
。
彼
女
の
言
動
や
外
見
的
な
情
報
は
描
写
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
面
に
ま

で
は
、
深
く
立
ち
入
っ
て
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
先
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
耀

子
は
、
モ
デ
ル
か
ら
大
き
く
変
更
さ
れ
設
定
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
美
し
く
有

能
な
秘
書
と
思
わ
れ
た
女
が
、
実
は
男
に
溺
れ
、
金
を
貢
ぎ
、
あ
ま
つ
さ
え
ス

パ
イ
行
為
ま
で
働
く
愚
か
な
女
だ
っ
た
と
い
う
オ
チ
を
導
く
だ
け
な
ら
ば
、
山

崎
の
「
第
六
の
女
」
を
そ
の
ま
ま
準
え
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
だ
が
、
作
者
三
島

は
そ
こ
に
、「
精
神
」
を
信
じ
な
い
、「
金
」（
物
質
）
し
か
愛
さ
な
い
、
と
い

う
特
性
を
付
与
し
、
誠
を
し
て
「
自
分
と
そ
っ
く
り
な
存
在
」
で
あ
る
と
思
わ

せ
る
よ
う
な
女
に
造
型
し
て
い
っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
内
面
は
ほ
と
ん
ど
語
ら

れ
る
こ
と
は
な
く
、
読
み
手
に
委
ね
ら
れ
る
。

テ
レ
ン
ス
・
パ
ト
リ
ッ
ク
・
マ
ー
フ
ィ
と
ケ
リ
ー
・
Ｓ
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ
）
29
（

は
、

に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
事
後
の
誠
と
耀
子
の
様
子
に
お
い
て
も
、
二

人
の
内
心
に
触
れ
ぬ
よ
う
に
と
す
る
注
意
深
い
語
り
が
為
さ
れ
、
第
一
七
章
に

至
っ
て
、
実
は
誠
は
全
て
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
ネ
タ
晴
ら
し
が
行
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
は
、
三
人
称
の
語
り
手
に
よ
る
、「
語
ら
な
い
」
と
い
う

作
為
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、「
語
ら
な
い
」
語
り
と
い
う
手

法
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
出
身
の
作
家
キ
ャ
サ
リ
ン
・

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル

ド
の
作
品
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、「
従
来
の
語

り
の
手
法
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
き
た
物
語
世
界
の
外
側
に
存
在
す
る
、
い

わ
ゆ
る
全
知
の
語
り
手
が
、
作
中
人
物
の
性
格
描
写
や
、
物
語
背
景
の
説
明
を

す
る
と
い
う
よ
う
な
形
態
を
積
極
的
に
採
用
せ
ず
、
直
接
話
法
、
自
由
間
接
話

法
と
い
っ
た
話
法
を
状
況
に
応
じ
て
選
択
す
る
技
巧
、
ま
た
、
内
的
独
白
や
作

中
人
物
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
会
話
の
採
択
を
入
念
に
デ
ザ
イ
ン
し
な
が
ら
採
り

入
れ
」
る
こ
と
に
よ
り
、「
読
者
に
文
学
世
界
の
創
造
性
を
委
ね
）
28
（

」
た
。

『
青
の
時
代
』
に
戻
っ
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
語
ら
な
い
」
語
り
は
、

特
に
耀
子
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
語
り
手
は
、「
反
省
と
い
ふ
も
の
に
大
い

に
人
生
的
な
価
値
を
認
め
て
ゐ
る
誠
は
、（
も
ち
ろ
ん
反
省
以
外
に
今
の
と
こ

ろ
彼
の
人
生
は
な
か
つ
た
の
だ
が
）
何
で
も
よ
い
滅
入
つ
た
考
え
事
に
自
分
を

縛
り
付
け
て
離
さ
な
い
こ
と
が
今
宵
を
有
益
に

0

0

0

送
る
道
だ
と
感
じ
た
」（
誠
）、

「
世
間
並
の
可
憐
な
父
親
の
感
情
か
ら
、
実
現
し
な
か
つ
た
自
分
の
希
望
を
息

子
の
一
人
に
充
た
し
て
も
ら
ひ
た
い
と
い
ふ
考
へ
を
夙
に
持
つ
て
ゐ
た
」

（
毅
）、「
川
崎
夫
人
は
（
中
略
）
炭
坑
労
務
者
た
ち
の
悲
惨
な
生
活
の
話
は
、
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昭
和
一
九
年
に
は
女
子
勤
労
動
員
促
進
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
翌
年
に
は
女
子
挺

身
隊
が
結
成
、
一
年
間
の
動
員
義
務
が
一
二
歳
か
ら
二
五
歳
の
無
就
職
の
未
婚

女
子
に
課
せ
ら
れ
、
違
反
者
に
は
懲
役
ま
た
は
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
。
東
条
英

機
は
議
会
で
、
余
裕
の
あ
る
女
性
の
徴
用
逃
れ
は
許
せ
な
い）

32
（

と
語
っ
た
と
言
う

が
、
耀
子
の
よ
う
に
徴
用
を
逃
れ
る
た
め
の
図
書
館
勤
め
は
さ
し
ず
め
、「
非

国
民
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
女
の
父
は
、
政
治
学
の
教
授

を
務
め
て
い
た
人
物
で
、
退
官
後
も
「
右
翼
政
治
家
」
と
付
き
合
い
の
深
い
人

物
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
徴
用
逃
れ
は
、
父
の
政
治
信
条
に

も
背
く
行
為
で
あ
る
。
な
お
、
耀
子
自
身
が
、
父
へ
従
属
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼
女
が
親
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
許
嫁
の
意
向
に
沿
う

こ
と
を
肯
ぜ
ず
、
結
果
「
仲
違
い
」
し
て
、
婚
約
破
棄
に
至
っ
た
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
も
見
て
取
れ
る
だ
ろ
う
。
父
と
の
間
に
軋
轢
を
抱
え
、
憎
悪
を
募

ら
せ
つ
つ
も
、
結
局
は
そ
の
父
の
欲
望
を
模
倣
す
る
方
向
へ
進
も
う
と
す
る
誠

と
は
対
照
的
で
あ
る
。

耀
子
は
、
誠
と
の
初
め
て
の
出
会
い
に
お
い
て
は
、
ス
カ
ー
ト
を
履
き
、
白

い
ブ
ラ
ウ
ス
を
着
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
は
、「
復
員
早
々
の
誠
の
目
」

に
は
、「
世
に
も
優
美
な
も
の
に
み
え
た
」
と
あ
る
。
時
期
的
に
は
昭
和
二
〇

年
九
月
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
一
ヶ
月
も
立
た
な
い
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
終
戦
と

と
も
に
進
駐
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
軍
の
影
響
は
多
大
で
あ
り
、「
ア
メ
リ
カ
軍

の
女
性
将
校
や
軍
人
の
夫
人
た
ち
の
、
い
か
り
型
の
ス
ー
ツ
や
フ
レ
ア
ス
カ
ー

ト
の
装
い
」、「
豊
か
な
ア
メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
」
は
庶
民
の
憧
憬
の
的
と
な
っ

マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
作
品
の
語
り
に
お
け
る
「th

e strateg
ic su

ppression

」

（
戦
略
的
抑
圧
）
に
は
、「h

ig
h

lig
h

t a stron
g

 sen
se of su

rprise or sh
ock 

tow
ard n

arrative's en
d

」（
物
語
の
終
わ
り
に
向
け
て
強
い
驚
き
や
シ
ョ
ッ
ク

の
感
覚
を
強
調
す
る
）
効
果
が
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、『
青
の
時
代
』
に
お
け

る
語
り
は
、
予
想
を
裏
切
ら
れ
た
驚
き
と
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
と
同
時
に
、
耀

子
の
人
物
像
に
つ
い
て
の
再
考
を
促
す
。
す
な
わ
ち
読
者
に
再
読
を
迫
る
仕
掛

け
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

４
．
野
上
耀
子
と
は
何
者
か

さ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
耀
子
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
そ
の
内
心
を
語
ら

れ
る
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
の
言
動
や
、
外
的
な
描
写

を
注
意
深
く
読
ん
で
い
け
ば
、
彼
女
の
人
と
な
り
は
、
あ
る
程
度
窺
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
耀
子
の
人
物
像
に
つ
い
て
、「
欲
望
を

演
じ
切
る
こ
と
に
徹
し
た
人
物
）
30
（

」
と
い
っ
た
見
解
や
、
一
見
愛
国
者
と
し
て
造

型
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
も
ね
っ
た
、「
パ

ン
パ
ン
ガ
ー
ル
の
象
徴）

31
（

」
と
い
っ
た
指
摘
な
ど
が
見
ら
れ
る
が
、
稿
者
は
、
そ

れ
ら
と
は
ま
た
違
う
耀
子
の
人
物
像
を
『
青
の
時
代
』
か
ら
読
み
取
る
。

愛
宕
に
よ
る
と
、
耀
子
は
「
戦
争
中
か
ら
徴
用
の
が
れ
に
図
書
館
に
つ
と
め

て
」
い
た
と
い
う
。
日
米
開
戦
が
迫
る
昭
和
一
六
年
、
政
府
は
、
戦
時
生
産
へ

の
勤
労
動
員
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
女
子
を
積
極
的
に
動
員
す
る
対
策
に
着

手
し
は
じ
め
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
、労
働
力
不
足
は
深
刻
の
一
途
を
た
ど
る
。
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
耀
子
が
実
は
、「
下
つ
端
の
税
務
署
員
」
に
「
月
数

千
円
を
貢
い
で
ゐ
る
ば
か
り
か
、
男
の
出
世
の
た
め
に
、
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
の

収
入
の
実
際
高
を
探
ら
う
と
し
て
ゐ
る
」
女
で
あ
っ
た
、
と
い
う
秘
密
探
偵
社

の
報
告
書
内
容
は
、
一
見
、
上
記
の
よ
う
な
彼
女
の
人
物
像
と
は
矛
盾
す
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
と
て
も
、
恋
（
男
）
に
溺
れ
た
女
の

哀
れ
な
自
己
犠
牲
と
見
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
意
志
で
金
や
情
報
を
与
え
、

男
を
上
げ
さ
せ
て
や
る
と
い
う
一
種
の
気
概
、
自
己
決
定
の
意
志
の
表
れ
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
も
そ
も
、
彼
女
の
美
貌
と
、「
教
授
の
お
嬢
さ
ん
」

と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
を
利
用
す
れ
ば
、
学
歴
・
地
位
・
財
産
を
併
せ
持
つ
、
も
っ

と
良
い
条
件
の
男
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
。
た
と
え
ば
、
昭
和

二
二
年
四
月
一
〇
日
付
の
『
東
京
タ
イ
ム
ス
』
に
掲
載
さ
れ
た
織
田
作
之
助
の

随
筆
「
女
と
夫
人
」
で
は
、
愛
人
を
選
挙
に
立
候
補
さ
せ
る
お
金
を
工
面
す
る

た
め
に
大
阪
の
色
町
へ
自
ら
身
売
り
に
来
た
女
と
、
夫
を
馬
鹿
に
し
つ
つ
も
自

ら
は
「
婦
人
参
政
権
」
論
者
で
あ
る
婦
人
の
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
織
田
は
こ

の
二
人
の
女
を
対
比
さ
せ
、「
愛
人
の
た
め
に
自
分
を
犠
牲
に
す
る
「
女
」」
の

方
を
評
価
す
る
。
斎
藤
理
生）

34
（

に
よ
れ
ば
、
織
田
は
「
余
儀
な
く
性
を
売
ら
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、自
分
の
意
志
で
こ
の
職
業
を
選
択
し「
貢
ぐ
」と
決
め
た「
志
」

を
評
価
し
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
。
耀
子
に
し
て
も
、「
下
つ
端
の
税
務
署
員
」

と
の
関
係
を
、そ
れ
ま
で
の
言
動
と
矛
盾
の
な
い
よ
う
理
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
下
つ
端
」
の
税
務
署
員
」
を
選
び
、
ま
た
そ
の
彼
へ
お
金
を
渡
し
た
と
い
う

行
為
を
、
気
概
と
自
己
決
定
の
意
志
の
表
れ
と
し
て
読
ん
で
も
差
し
支
え
あ
る

た
が
、
敗
戦
後
し
ば
ら
く
は
、
社
会
的
な
混
乱
に
よ
り
、「
復
員
帰
り
の
男
性

は
軍
服
を
着
た
ま
ま
、
女
性
た
ち
は
も
ん
ペ
や
更
生
服
を
着
る
な
ど
し
て
、
窮

乏
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
）
33
（

」
と
い
う
。
現
に
、
こ
の
時
耀
子
と
一
緒
に
い
た

同
年
輩
の
友
達
は
「
モ
ン
ペ
姿
」
で
あ
っ
た
。
ま
だ
周
囲
が
敗
戦
の
痛
手
を
色

濃
く
残
し
て
い
る
中
で
、
彼
女
は
い
ち
早
く
洋
装
に
身
を
包
み
、「
豊
か
な
ア

メ
リ
カ
ン
・
ラ
イ
フ
」
を
体
現
し
て
見
せ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
描
写
に
よ
り
、
耀
子
は
、
社
会
や
、
特
定
の
誰
か
の
意
志
に
沿
う

の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
主
体
性
を
持
っ
た
女
性
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
分
か
る
。
誠
の
母
た
つ
子
は
、
耀
子
と
同
じ
く
「
教
授
の
娘
」
で
あ
り

な
が
ら
、
夫
毅
な
ら
び
に
川
崎
家
、
あ
る
い
は
Ｋ
市
の
旧
態
依
然
と
し
た
価
値

観
の
中
か
ら
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
あ
ん
ま
り
聡
明
で
は
な
い
代
り
に
直

感
に
は
秀
で
た
母
親
」
と
評
さ
れ
る
た
つ
子
に
対
し
、耀
子
は
「
聡
明
な
処
女
」

と
語
り
手
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
評
さ
れ
て
お
り
、
誠
の
繰
り
広
げ
る
論
理
に
も

対
等
に
応
じ
て
い
る
。
ま
た
、「
男
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
は
言
う

も
の
の
、
初
対
面
の
誠
や
愛
宕
に
対
し
て
堂
々
と
渡
り
合
う
様
子
を
見
て
も
、

誠
の
よ
う
な
免
疫
の
な
さ
に
起
因
す
る
「
異
性
恐
怖
症
」
の
よ
う
な
も
の
は
感

じ
ら
れ
な
い
。
彼
女
は
、
そ
の
時
々
の
自
分
の
思
考
や
主
張
、
欲
望
に
忠
実
に

生
き
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
誠
に
突
き
付
け
た
「
五
十
万
円
あ
な
た
の
自

由
に
な
る
お
金
が
で
き
た
ら
結
婚
す
る
わ
」
と
い
う
台
詞
に
し
て
も
、
自
分
に

は
そ
れ
に
見
合
う
だ
け
の
価
値
が
あ
る
、
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
出
て
く
る
言
葉

で
は
な
か
ろ
う
か
。
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な
る
も
の
に
あ
こ
が
れ
」
な
が
ら
も
、「〈
俗
〉
の
な
か
に
落
ち
こ
ん
で
行
っ

た）
35
（

」
と
指
摘
す
る
が
、
誠
も
耀
子
の
「
処
女
」
に
は
異
様
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。

一
九
五
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
性
風
俗
雑
誌
を
収
集
し
て
い
る
ジ
ャ
パ
ン
デ

ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
セ
ン
タ
ー
の
「
社
会
文
化
史
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
、「
処

女
」
と
検
索
し
て
み
る
と
、
一
〇
〇
件
を
超
え
る
記
事
が
ヒ
ッ
ト
す
る
が
、
中

で
も
、「
処
女
鑑
定
の
秘
法）

36
（

」、「
処
女
を
診
断
す
る）

37
（

」、「
処
女
膜
の
鑑
別
は
で

き
る）

38
（

」と
い
っ
た
、「
処
女
」か
「
非
処
女
」か
を
め
ぐ
る
記
事
が
散
見
さ
れ
、「
処

女
」
に
こ
だ
わ
る
男
が
い
か
に
多
か
っ
た
か
が
分
か
る
。
稀
覯
文
献
研
究
会
な

ど
を
組
織
し
、
江
戸
艶
本
の
復
刊
や
、
戦
前
に
醗
酵
さ
れ
た
艶
本
の
書
誌
的
研

究
雑
誌
『
稀
書
』
の
発
行
に
関
わ
っ
た
森
山
太
郎
は
、「
処
女
は
誰
が
た
め
に

あ
る
―
そ
の
民
俗
学
的
研
究
―）

39
（

」
と
題
す
る
論
考
の
中
で
、「
処
女
を
純
潔
と

云
い
、
無
疵
と
稱
し
、
未
通
女
（
キ
ム
ス
メ
）
と
呼
ぶ
、
そ
の
根
底
に
は
果
た

し
て
何
が
か
く
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
し
て
、「
汚
さ
れ
た
」「
疵
物
に
な
っ
た
」「
割

ら
れ
た
」「
冒
さ
れ
た
」「
踏
み
に
じ
ら
れ
た
」
等
々
の
言
葉
は
何
を
意
味
し
て

い
る
の
か
。
女
性
が
商
品
と
し
て
、処
女
が
そ
の
価
値
を
高
め
る
も
の
と
し
て
、

少
く
と
も
人
間
的
な
対
等
な
立
場
か
ら
は
、
決
し
て
口
に
す
る
こ
と
の
出
來
な

い
、
軽
蔑
と
侮
辱
に
満
ち
た
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
必
ず
し
も
、
無
意
識
や
偶
然

か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
男
性
の
側
の
身
に
立
脚
し
て
組
合

わ
さ
れ
た
ご
都
合
主
義
的
な
倫
理
観
か
ら
は
処
女
の
真
価
は
と
う
て
い
論
じ
ら

れ
ま
い
」
と
し
た
上
で
、「
処
女
は
一
体
誰
の
も
の
か
。
曰
く
、
そ
れ
ら
は
彼

女
等
自
身
の
も
の
で
あ
る
」
し
か
し
、「
現
在
の
女
性
た
ち
の
処
女
感
は
既
に

ま
い
。

と
こ
ろ
で
、こ
の
よ
う
な
主
体
性
、自
己
決
定
の
意
志
を
有
す
る
耀
子
が
、「
強

姦
の
名
で
呼
ば
れ
て
も
仕
方
の
な
い
」
行
為
を
誠
か
ら
受
け
る
に
あ
た
っ
て
、

終
始
「
処
女
」
ら
し
く
振
舞
っ
た
こ
と
は
、
ど
う
読
め
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

書
類
を
渡
し
て
早
々
に
帰
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
が
、
彼
女
は
、「
媚
態
と

挑
戦
」
に
満
ち
た
言
葉
で
以
っ
て
誠
の
感
情
を
か
き
乱
し
た
後
、
彼
と
哲
学
的

な
や
り
取
り
を
延
々
と
交
わ
し
て
い
く
。
耀
子
は
、「
当
て
ご
と
の
や
う
な
批

評
で
お
互
ひ
の
あ
ら
さ
が
し
を
や
る
の
は
」、「
為
に
も
な
る
し
、面
白
く
も
あ
」

る
と
言
っ
て
の
け
る
が
、
そ
の
さ
な
か
、
誠
は
彼
女
に
気
づ
か
れ
な
い
よ
う
ハ

ン
カ
チ
で
隠
し
た
鍵
を
使
っ
て
扉
を
閉
め
た
。
彼
の
目
的
は
、「
口
説
い
て
屈

服
さ
せ
る
こ
と
」
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、「
口
説
」
き
は
あ
き
ら
め
、
力
ず
く
で

の
「
屈
服
」
へ
と
行
為
を
進
め
て
い
く
。
一
方
の
耀
子
は
、
誠
が
こ
っ
そ
り
と

鍵
を
閉
め
た
音
を
聞
い
た
の
ち
も
、「
無
防
禦
」
で
、「
構
へ
」
た
様
子
は
見
せ

な
い
。「
声
を
立
て
は
す
ま
い
か
」
と
心
配
す
る
誠
で
あ
る
が
、
叫
ぶ
よ
う
な

こ
と
も
せ
ず
、
そ
の
後
は
「
処
女
」
と
し
か
思
え
ぬ
表
情
と
動
き
で
、
拒
絶
の

中
に
い
た
わ
り
を
見
せ
な
が
ら
、「
破
瓜
」
を
「
巧
緻
を
極
め
た
」
儀
式
と
し

て
演
じ
通
し
た
。
耀
子
は
、
自
分
を
「
屈
服
」
さ
せ
ん
と
す
る
誠
の
思
惑
に
気

づ
い
て
お
り
、
且
つ
そ
れ
を
回
避
す
る
チ
ャ
ン
ス
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、

結
果
的
に
は
、
誠
の
望
む
も
の
を
そ
っ
く
り
与
え
た
こ
と
に
な
る
。
保
阪
正
康

は
、
誠
の
モ
デ
ル
で
あ
る
山
崎
が
、「
女
は
道
具
」
と
言
い
つ
つ
、
か
た
や
異

様
に
「
処
女
」
に
「
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
」
点
に
着
目
し
、「
山
崎
は
〈
聖
〉
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山
崎
の
会
社
経
営）

41
（

状
況
を
み
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
展
開
を
み
て
も
、
い
さ

さ
か
不
自
然
で
あ
る
。
耀
子
に
し
て
も
、
裏
切
り
の
後
日
談）

42
（

の
あ
た
り
ま
で
書

き
込
め
ば
、
誠
が
食
ら
っ
た
強
烈
な
「
し
っ
ぺ
返
し
」
が
、
す
な
わ
ち
耀
子
の

「
男
の
側
の
身
に
立
脚
し
て
組
み
合
わ
さ
れ
た
ご
都
合
主
義
的
な
倫
理
観
」
に

対
す
る
反
発
が
、
よ
り
明
確
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
察
す
る
。

し
か
し
、
耀
子
に
見
ら
れ
る
、
語
ら
な
い
「
語
り
」
は
、
あ
る
種
の
三
島
の

戦
略
だ
っ
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
武
内
佳
代
は
、
三
島
が
一
九
五
〇

年
代
に
女
性
誌
に
連
載
し
た
『
純
白
の
夜
』、『
恋
の
都
』、『
女
神
』、『
長
す

ぎ
た
春
』
と
い
っ
た
作
品
に
、「
戦
後
女
性
に
喧
伝
さ
れ
内
面
化
さ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
性
・
愛
・
結
婚
の
三
位
一
体
と
し
て
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
・

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
そ
れ
を
支
え
た
純
潔
や
貞
操
と
い
っ
た
性
規
範
」
に
対
す
る

「
批
判
的
姿
勢
」
を
読
み
、『
新
潮
』
を
は
じ
め
と
す
る
男
性
読
者
向
け
の
作
品

と
の
「
隔
た
り
」
を
指
摘）

43
（

す
る
。
確
か
に
、『
青
の
時
代
』
や
『
沈
め
る
滝
』

な
ど
で
は
、
男
性
主
人
公
と
仕
事
と
戦
後
社
会
と
の
絡
み
あ
い
が
メ
イ
ン
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
出
て
く
る
女
性
登
場
人
物

た
ち
が
、
実
は
、
男
性
主
人
公
よ
り
も
は
る
か
に
柔
軟
に
、
既
存
の
社
会
秩
序

を
か
わ
し
、
自
分
の
在
り
様
を
主
体
的
に
模
索
し
て
い
る
）
44
（

こ
と
は
、
作
品
を
注

意
深
く
読
め
ば
見
え
て
く
る
。
彼
女
た
ち
は
決
し
て
正
面
だ
っ
て
社
会
秩
序
に

対
峙
し
た
り
、
反
発
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
従
順
に
屈
す
る
こ
と
も
な

い
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
逆
に
、
不
器
用
に
、
真
正
面
か
ら
対
峙
し
よ
う
と
し

て
、
結
局
は
挫
折
し
て
い
く
男
性
主
人
公
た
ち
の
悲
劇
を
よ
り
劇
的
に
演
出
す

何
か
に
捉
わ
れ
て
お
り
、
真
に
彼
女
等
自
身
の
も
の
で
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て

い
る
だ
ろ
う
か
」
と
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。

「
軽
蔑
す
る
権
利
を
得
る
た
め
の
戦
ひ
が
、
征
服
で
す
。
あ
る
価
値
を
征
服

し
た
い
と
思
ふ
僕
の
目
的
は
、
た
だ
た
だ
そ
の
価
値
を
軽
蔑
し
た
い
た
め
に
す

ぎ
ま
せ
ん
」
と
言
い
放
っ
た
誠
は
、
そ
の
後
、
力
ず
く
で
耀
子
を
も
の
に
し
よ

う
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
耀
子
は
、「
処
女
」
の
演
技
で
応
え
た
。
誠
が
耀

子
に
見
出
し
た
価
値
は
、「
身
持
の
潔
ら
か
」
な
、教
授
の
「
お
嬢
さ
ん
」
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
だ
わ
り
を
耀
子
自
身
も
十
二
分
に
理
解
し
て
い
た
か
ら

こ
そ
、
望
み
通
り
の
「
処
女
」
を
演
じ
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。
耀
子
は
出
会
い

に
お
い
て
も
、
ま
た
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
の
社
員
に
な
っ
て
か
ら
も
、
誠
へ
お
も

ね
っ
た
発
言
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
時
に
高
飛
車
な
物
言
い
さ
え
し
て

き
た
。
す
な
わ
ち
、
支
配
さ
れ
る
「
女
」
に
な
る
こ
と
を
拒
む
意
思
を
随
所
に

垣
間
見
せ
て
い
た
わ
け
だ
が
、
そ
ん
な
耀
子
が
、「
処
女
」
の
演
技
を
し
た
こ

と
こ
そ
、
何
よ
り
の
「
拒
絶
」
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
手
に
入
れ
た
つ
も
り

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
実
は
「
贋
物
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
強
烈
な
皮
肉

で
あ
る
。５

．
お
わ
り
に
〜
語
ら
れ
な
い
耀
子
が
語
る
も
の

三
島
が
反
省
す
る
如
く
、
こ
の
作
品
は
、「
構
成
は
乱
雑
で
尻
す
ぼ
ま
り
」

な
面
は
否
め
」
な
い）

40
（

。
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
、
金
融
業
の
行
き
詰
ま
り
を
窺
わ

せ
る
描
写
が
あ
る
が
、
起
業
か
ら
わ
ず
か
五
ヶ
月
余
り
で
の
行
き
詰
ま
り
は
、
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な
っ
た
の
か
』（
角
川
書
店
　
二
〇
〇
四
・
一
一
）
ほ
か
。

（
９
）
後
述
す
る
が
、
山
崎
の
「
光
ク
ラ
ブ
」
が
、
税
務
署
員
を
恋
人
に
持
つ
秘
書
に
よ
っ

て
内
偵
さ
れ
、
結
果
、
逮
捕
さ
れ
る
に
至
る
時
期
は
、
昭
和
二
四
年
五
月
〜
七
月
に

か
け
て
の
こ
と
で
あ
り
、
実
在
時
間
の
改
変
が
作
中
で
は
行
わ
れ
て
い
る
。

（
10
）
野
口
武
彦
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』（
講
談
社
　
一
九
六
八
・
一
二
）。
野
口
は
、「「
贋

物
の
英
雄
譚
」
を
書
く
た
め
に
は
必
ず
し
も
少
年
時
代
を
描
い
た
前
半
は
必
要
な
い

だ
ろ
う
し
、
こ
の
前
半
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
奇
妙
に
抒
情
的
な
要
素
が
、
後
半
、
金

融
業
を
初
め
て
か
ら
の
主
人
公
を
弱
々
し
く
し
て
い
る
」
と
み
る
。
一
方
で
、
前
半

の
生
い
立
ち
部
分
は
良
い
が
、
後
半
に
な
る
と
「
剥
製
み
た
い
」（
注
５
参
照
）
と
前

半
部
分
を
評
価
す
る
中
村
光
夫
の
よ
う
な
見
解
も
あ
る
。
ま
た
、西
尾
幹
二
（「
解
説
」

『
青
の
時
代
』　
新
潮
文
庫
　
一
九
七
一
・
七
）
は
、「
前
半
の
あ
り
方
に
こ
の
作
品
の

モ
チ
ー
フ
が
あ
る
な
ら
、
後
半
で
は
個
人
の
人
間
性
の
タ
イ
プ
の
追
究
は
前
半
に
み

ら
れ
る
ほ
ど
の
鮮
明
度
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
残
念
で
あ
る
し
、
ま
た
戦
後
と
い
う

時
代
へ
の
関
わ
り
方
が
作
全
体
の
中
心
テ
ー
マ
だ
と
す
れ
ば
、
主
人
公
の
純
粋
に
個

人
的
な
悲
劇
性
を
前
半
で
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
明
晰
に
設
定
し
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く

な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
11
）『
青
の
時
代
』
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
は
昭
和
二
四
年
二
月
下
旬
頃
で
あ
る
が
、
こ
の
時

期
の
光
ク
ラ
ブ
は
銀
座
に
本
拠
地
を
移
し
、
か
つ
中
野
に
も
そ
の
ま
ま
事
務
所
を
残

し
て
営
業
を
行
っ
て
い
た
。
保
坂
正
康
（
注
８
）
に
よ
れ
ば
、
新
聞
広
告
の
出
稿
量

は
二
四
年
の
一
月
〜
六
月
に
か
け
て
、
三
行
だ
っ
た
も
の
が
一
〇
行
、
二
〇
行
と
量

を
増
し
、
ま
た
そ
の
回
数
も
格
段
に
増
え
て
い
っ
た
と
い
う
。
事
業
は
ま
だ
拡
大
の

一
途
を
見
せ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
二
四
年
二
月
時
点
の
山
崎
に
手
詰

ま
り
感
の
予
兆
は
ま
だ
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
12
）
山
崎
晃
嗣
『
私
は
偽
悪
者
』（
青
年
書
房
　
一
九
五
〇
・
二
）。
但
し
引
用
は
、

二
〇
〇
六
・
四
、
牧
野
出
版
の
も
の
を
使
用
。

（
13
）
注
12
に
同
じ
。「
第
六
の
女
」
に
つ
い
て
は
、
前
掲
し
た
山
崎
の
著
書
の
ほ
か
、
昭

る
役
目
を
も
担
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
。
語
ら
れ
な
い
耀
子
が
物
語
る
の
は

こ
れ
ら
の
こ
と）

45
（

で
あ
る
。

三
島
は
、
女
性
読
者
向
け
の
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
作
品
、
主
と
し
て
男
性
読

者
向
け
の
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た
作
品
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、「
既
存
の
社
会

秩
序
」
に
絡
め
と
ら
れ
な
い
「
女
性
」
を
描
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
描
写
方

法
に
お
い
て
は
、
巧
み
な
書
き
換
え
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
詳

細
な
様
相
と
、
年
代
的
な
変
化
に
お
い
て
は
、
ま
た
、
別
稿
を
以
っ
て
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。

注（
１
）
武
田
泰
淳
「
三
島
由
紀
夫
「
青
の
時
代
」」（『
人
間
』
一
九
五
一
・
一
）

（
２
）
日
野
啓
三
「
解
説
」（『
新
選
現
代
日
本
文
学
全
集
31
　
三
島
由
紀
夫
集
』〈
筑
摩
書

房
　
一
九
六
〇
・
一
〉）

（
３
）
磯
田
光
一
「
殉
教
の
美
学
」（『
文
学
界
』
一
九
六
四
・
二
〜
四
）。
但
し
引
用
は
、
磯

田
光
一
『
殉
教
の
美
学
　
第
二
増
補
版
』（
冬
樹
社
　
一
九
七
一
・
一
二
）
に
拠
る
。

（
４
）
河
盛
好
蔵
・
瀧
井
孝
作
・
武
田
泰
淳
「
創
作
合
評
」（『
群
像
』
一
九
五
一
・
二
）。
発

言
は
河
盛
の
も
の
。

（
５
）
中
村
光
夫
・
臼
井
吉
見
「
三
島
由
紀
夫
」（『
文
学
界
』
一
九
五
二
・
一
一
）。
発
言
は

中
村
の
も
の
。

（
６
）
注
５
に
同
じ
。
発
言
は
臼
井
の
も
の
。

（
７
）三
島
由
紀
夫「
あ
と
が
き
」（『
三
島
由
紀
夫
作
品
集
２
』〈
新
潮
社
　
一
九
五
三
・
二
〉）。

（
８
）
佐
藤
秀
明
「
二
つ
の
青
春
―『
青
の
時
代
』
と
光
ク
ラ
ブ
―
」『
立
教
大
学
日
本
文
学
48
』

一
九
八
二
・
七
）、
保
阪
正
康
『
真
説 

光
ク
ラ
ブ
事
件 

―
東
大
生
は
な
ぜ
闇
金
融
屋
に
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（
25
）
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ロ
ッ
ジ
（
柴
田
元
幸
・
斎
藤
兆
史
訳
）『
小
説
の
技
巧
』（
白
水
社  

一
九
九
七
・
六
）。
25
「
表
層
に
と
ど
ま
る
　S

tay
in

g
 on

 th
e S

u
rface

」
に
お
い
て

引
用
の
よ
う
な
言
及
が
見
ら
れ
る
。

（
26
）
第
17
章
に
お
け
る
誠
と
愛
宕
の
会
話
も
同
様
に
、「
登
場
人
物
が
内
心
で
下
す
解
釈

や
作
者
の
コ
メ
ン
ト
」
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
、
会
話
の
み
で
進
行
し
て

い
く
。

（
27
）
注
23
に
同
じ
。

（
28
）
久
木
元
信
一
郎
「
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
文
学
に
お
け
る
「
語
り
」
と

「
受
容
」」（『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
59
』
二
〇
二
三
・
三
）

（
29
）T

eren
ce P

atrick
 M

u
rp

h
y

 &
 K

elly
 S

. W
alsh

 U
n

reliab
le

「T
h

ird
 P

erson
 

N
arration

? T
h

e C
ase of K

ath
erin

e M
an

sfield

」（『Jou
rn

al of L
iterary

 

S
em

an
tics 46

』2017

）。
二
人
は
本
論
考
の
中
で
、
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
作
品
に

お
け
る
、「u

n
reliable th

ird-person
 n

arrator

（
信
頼
で
き
な
い
三
人
称
の
語
り
手
）」

が
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
な
お
、『
青
の
時
代
』
で
は
、「
表
層
の
語
り
」

が
採
用
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
ミ
ス
リ
ー
ド
の
境
界
線
を
行
く
よ
う

な
「
語
り
」
＝
「
騙
り
」
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
耀
子
が
「
処
女
」
で
は
な
い
と
い

う
事
実
を
誠
が
知
っ
て
以
降
の
描
写
に
お
い
て
も
、「
処
女
」「
無
垢
」
と
い
っ
た
言

葉
で
彼
女
が
語
ら
れ
て
い
る
点
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
語
り
」
＝
「
騙

り
」
も
、「
表
層
の
語
り
」
に
お
け
る
「
戦
略
的
抑
圧
」
同
様
に
、
物
語
の
終
わ
り
に

向
け
て
強
い
驚
き
や
シ
ョ
ッ
ク
の
感
覚
を
強
調
す
る
効
果
を
持
ち
、
読
者
に
再
読
を

迫
る
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
と
論
者
は
考
え
る
。

（
30
）
井
手
慎
太
郎
「
三
島
由
紀
夫
『
青
の
時
代
』
論
」（『
福
岡
大
学
日
本
語
日
本
文
学

14
』
二
〇
〇
四
・
一
二
）

（
31
）
注
24
に
同
じ
。

（
32
）
高
崎
宗
司
「『
半
島
女
子
勤
労
挺
身
隊
』
に
つ
い
て
」（
女
性
の
た
め
の
ア
ジ
ア
平
和

国
民
基
金
「
慰
安
婦
」
関
係
資
料
委
員
会
編
『「
慰
安
婦
」
問
題
調
査
報
告
書

和
二
四
年
一
一
月
二
七
日
の
『
読
売
新
聞
（
夕
刊
）』
の
記
事
「
四
年
の
女
色
遍
歴
、

学
生
社
長
、
秘
書
に
は
失
恋
」
に
お
い
て
も
顔
写
真
入
り
で
す
っ
ぱ
抜
か
れ
、
そ
の

存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
死
の
数
日
前
に
行
わ
れ
た
丹
羽
文
雄
、
産

婦
人
科
医
で
作
家
の
小
谷
剛
と
の
対
談
（「
光
ク
ラ
ブ
学
生
社
長
　
ア
プ
レ
ゲ
ー
ル
作

家  

恋
愛
と
人
生
と
死
を
語
る
」〈『
婦
人
公
論
』
一
九
五
〇
・
一
〉）
に
お
い
て
も
、
山

崎
自
ら
が
言
及
し
て
い
る
。

（
14
）
注
12
に
同
じ
。

（
15
）
田
中
美
代
子
『
三
島
由
紀
夫 
神
の
影
法
師
』（
新
潮
社
　
二
〇
〇
六
・
一
〇
）。
16
「
英

雄
の
モ
ザ
イ
ク
」
に
引
用
の
よ
う
な
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

（
16
）
弘
雄
の
父
、
友
房
は
第
一
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
（
明
治
二
三
年
）
よ
り
連
続
九
期

当
選
を
続
け
た
。
弘
雄
は
、
第
一
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に
立
候
補
し
当
選
し
、

議
員
と
な
っ
て
い
る
。

（
17
）
紀
平
悌
子
「
三
島
由
紀
夫
の
手
紙
（
連
載
第
２
回
）」（『
週
刊
朝
日
』
一
九
七
四
・ 

一
二
・
二
〇
）

（
18
）
紀
平
悌
子
「
三
島
由
紀
夫
の
手
紙
（
連
載
第
１
回
）」（『
週
刊
朝
日
』
一
九
七
四
・ 

一
二
・
一
三
）

（
19
）
木
村
徳
三
『
文
芸
編
集
者 

そ
の
跫
音
』（
T
B
S
ブ
リ
タ
ニ
カ
　
一
九
八
二
・
六
）

（
20
）
た
だ
し
、「
第
六
の
女
」
に
な
い
「
拝
金
主
義
」
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
、
今
の

と
こ
ろ
悌
子
と
結
び
つ
く
よ
う
な
情
報
は
見
当
た
ら
な
い
。

（
21
）
久
保
田
裕
子
「
氾
濫
す
る
贋
物
、
堆
積
す
る
言
葉
―
三
島
由
紀
夫
『
青
の
時
代
』
の

周
辺
」（『
淵
叢
１
』
一
九
九
二
・
三
）

（
22
）
藤
田
祐
「
三
島
由
紀
夫
『
青
の
時
代
』
論
」（『
国
語
と
国
文
学
94
』
二
〇
一
七
・
八
）

（
23
）
守
谷
亜
紀
子
「
三
島
由
紀
夫
『
青
の
時
代
』
に
お
け
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
の
世
界
」（『
東

京
女
子
大
学
紀
要
論
集
57
』
二
〇
〇
七
・
三
）

（
24
）
王
淵
致
「
三
島
由
紀
夫
「
青
の
時
代
」
論
―
戦
後
日
本
に
お
け
る
天
皇
親
政
の
パ
ロ

デ
ィ
ー
」（『
国
文
133
』
二
〇
二
〇
・
九
）
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解
き
放
た
れ
た
い
と
願
う
も
、
結
局
は
父
、
女
、
社
会
等
々
の
制
約
か
ら
逃
れ
ら
れ

ぬ
誠
の
悲
劇
を
対
照
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

闇
金
融
に
手
を
染
め
る
き
っ
か
け
に
し
て
も
、
山
崎
の
場
合
、
自
分
の
能
力
の
限
界

を
客
観
的
に
示
し
て
み
た
い
と
い
う
動
機
で
あ
っ
た
が
、
誠
は
、「
金
」
し
か
愛
さ
な

い
と
い
う
耀
子
に
、「
五
十
万
円
あ
な
た
の
自
由
に
な
る
お
金
が
出
来
た
ら
結
婚
す
る
」

と
言
わ
れ
株
に
手
を
出
し
詐
欺
に
あ
っ
た
こ
と
が
太
陽
カ
ン
パ
ニ
イ
設
立
の
発
端
と

な
っ
て
い
た
。
誠
が
耀
子
を
欲
す
る
理
由
に
お
い
て
、
彼
女
が
東
京
の
「
教
授
の
お

嬢
さ
ん
」
と
い
う
意
味
合
い
は
大
き
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
も
結
局
は
父
の
野
望
を

な
ぞ
る
に
過
ぎ
な
い
、
父
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
え
な
い
彼
の
悲
劇
性
を
物
語
っ
て
い
る
。

―
く
な
い
・
ゆ
み
こ
、
比
治
山
大
学
・
准
教
授
―

1
9
9
9
』
一
九
九
九
）

（
33
）
渡
辺
明
日
香
「
日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
み
る
ア
メ
リ
カ
の
影
響
―
洋
装
化
、
ジ
ャ

パ
ン
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
影
響
、
ス
ト
リ
ー
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
現
在
―
」（『
共
立
女

子
短
期
大
学
生
活
科
学
科
紀
要
57
』
二
〇
一
四
・
二
）

（
34
）
斎
藤
理
生
「《
資
料
紹
介
》
織
田
作
之
助
全
集
未
収
録
作
品
紹
介
（
四
）　
随
筆
「
女

と
婦
人
」
と
談
話
」（『
阪
大
近
代
文
学
研
究
18
』
二
〇
二
〇
・
三
）

（
35
）
注
８
に
同
じ
。

（
36
）
名
川
寛
斎
「
処
女
鑑
定
の
秘
法
」（『
怪
奇
雑
誌
４
（
６
）』
一
九
五
一
・
六
）

（
37
）「
処
女
を
診
断
す
る
」（『
り
べ
ら
る
６
（
９
）』
一
九
五
一
・
九
）

（
38
）
平
山
清
嘉
「
処
女
膜
の
鑑
別
は
で
き
る
」（『
風
俗
科
学
２
（
１
）』
一
九
五
四
・
一
）

（
39
）
森
山
太
郎
「
処
女
は
誰
が
た
め
に
あ
る
―
そ
の
民
俗
学
的
考
察
―
」（『
風
俗
科
学
２

（
１
）』
一
九
五
四
・
一
）

（
40
）
注
７
に
同
じ
。

（
41
）
注
11
を
参
照
の
こ
と
。

（
42
）
山
崎
が
美
松
ホ
ー
ル
に
て
行
っ
た
「
第
六
の
女
」
と
そ
の
恋
人
へ
の
復
讐
、
あ
る
い

は
「
第
六
の
女
」
と
恋
人
の
結
婚
（
昭
和
二
四
年
八
月
）
な
ど
。

（
43
）
武
内
佳
代
「
性
規
範
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
の
『
純
白
の
夜
』『
恋
の
都
』『
女
神
』『
永

す
ぎ
た
春
』
―
1
9
5
0
年
代
の
女
性
誌
を
飾
っ
た
三
島
由
紀
夫
の
長
編
小
説
―
」

（『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
14
』
二
〇
一
一
・
一
二
）

（
44
）
拙
稿
「
三
島
由
紀
夫
『
沈
め
る
滝
』論
―
占
領
終
了
後
の
日
本
と
、ア
メ
リ
カ
―
」（『
近

代
文
学
試
論
60
』
二
〇
〇
二
・
一
二
）

（
45
）「
第
六
の
女
」
と
山
崎
と
は
わ
ず
か
一
ヶ
月
あ
ま
り
の
関
係
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、

作
中
で
は
誠
と
野
上
耀
子
の
関
係
が
約
三
年
半
に
渡
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
改
変
に
よ
っ
て
、
拝
金
主
義
、
徴
用
回
避
、
婚
約
破
棄
と
い
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
新
た
に
盛
り
込
ま
れ
、
親
や
許
嫁
あ
る
い
は
社
会
に
流
さ
れ
ず
主
体
性
を
持
つ
女

性
と
し
て
の
耀
子
像
が
成
立
し
た
。
一
方
で
こ
の
こ
と
は
、
様
々
な
柵
、
呪
縛
か
ら


