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　旨

　
宮
本
輝
の
「
寝
台
車
」
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
、
現
在
と
12
年
前
、
そ
し

て
25
年
前
の
出
来
事
を
、
寝
台
急
行
「
銀
河
」
の
進
行
に
合
わ
せ
て
語
る
作
品

で
あ
る
。
ま
ず
最
近
の
も
の
と
し
て
、「
私
」
と
甲
谷
の
仕
事
の
状
況
が
回
想

さ
れ
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
た
と
き
に
二
人
が
感
じ
る
「
歓
び
」
と
「
哀
し

み
」
が
印
象
的
で
あ
る
。
次
に
、「
私
」
の
小
学
生
時
代
の
事
件
―
カ
ツ
ノ
リ

く
ん
の
転
落
事
件
―
が
、
続
い
て
彼
の
列
車
か
ら
の
転
落
死
と
、
祖
父
の
嘆
き

が
回
想
さ
れ
る
。
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
と
祖
父
と
の
こ
と
を
思
い
出
し
、「
私
」
は

「
人
生
」
を
考
え
る
。
が
朝
を
迎
え
、「
私
」
は
人
々
の
暮
ら
し
に
触
れ
、「
歓

び
」
を
感
じ
る
。

　
こ
の
作
品
は
、
列
車
や
時
間
の
進
行
に
よ
っ
て
、
出
会
っ
た
人
々
を
叙
情
的

に
描
い
て
い
る
が
、
登
場
人
物
間
の
関
係
や
描
写
が
連
続
・
一
体
の
も
の
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
、
作
品
の
求
心
力
の
弱
さ
や
山
場
の
な
さ
と
い
う
欠
点
が
あ

る
、
と
論
じ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

　
寝
台
急
行
「
銀
河
」・
死
・「
歓
び
」・「
哀
し
み
」

一

　は

　じ

　め

　に

　
宮
本
輝
の
「
寝
台
車
」（『
野
性
時
代
』
昭
和
54
年
１
月
）
は
、
作
品
集
『
幻

の
光
』（
新
潮
社

　
昭
和
54
年
７
月
）
に
収
録
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
同
作
品

集
に
は
他
に
、「
夜
桜
」（『
文
學
界
』
昭
和
53
年
４
月
）・「
幻
の
光
」（『
新
潮
』

昭
和
53
年
８
月
）・「
こ
う
も
り
」（『
オ
ー
ル
讀
物
』
昭
和
53
年
12
月
）
が
あ

り
、「
寝
台
車
」
の
発
表
が
最
も
遅
い
。

　「
寝
台
車
」
の
作
中
の
現
在
時
間
は
、
昭
和
五
十
二
年
こ
ろ
の
冬
で
あ
り
、

大
阪
発
東
京
行
き
の
夜
行
急
行
「
銀
河
」
が
そ
の
主
舞
台
で
あ
る
。
主
人
公
の

「
私
」
は
、
某
メ
ー
カ
ー
（
工
事
用
機
械
製
造
メ
ー
カ
ー
）
に
十
三
年
間
勤
め

て
い
て
、
三
十
五
歳
こ
ろ
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
作
品
に
は
三
つ
の
時
間
が
混
在
し
て
い
る
。「
私
」
の
小
学
校
三
年
生

時
（
昭
和
二
十
七
年
こ
ろ
）、
そ
れ
か
ら
十
数
年
後
の
大
学
三
年
生
時
（
昭
和

四
十
年
）、
そ
し
て
現
在
（
昭
和
五
十
二
年
こ
ろ
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

作
品
は
、「
私
」
の
寝
台
急
行
「
銀
河
」
で
の
夜
か
ら
朝
ま
で
の
旅
行
記
で
あ

一

宮
本

　
輝
「
寝
台
車
」
論

藤
　
　
村

　
　
　
　
　
猛
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宮本　輝「寝台車」論

で
、
い
わ
ば
大
樹
の
陰
で
の
み
、
そ
の
能
力
を
発
揮
で
き
る
タ
イ
プ
」（
97
）

だ
と
思
い
、
彼
と
仕
事
の
こ
と
で
い
さ
か
う
こ
と
が
あ
り
、
悩
む
。
だ
が
、

「
私
」
は
、
彼
の
「
や
く
ざ
っ
ぽ
い
言
行
に
隠
さ
れ
た
一
抹
の
小
心
さ
」
と
、

「
尊
大
な
物
言
い
と
虚
勢
の
裏
に
、
一
流
商
社
で
の
出
世
を
や
は
り
放
棄
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
、
甲
谷
の
持
つ
ど
う
し
よ
う
も
な
い
性
格
上
の
欠
陥
」（
101
）

を
見
抜
く
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
大
舞
台
で
し
か
映
え
る
こ
と
の
な
い
大
技
が
得

意
な
く
せ
に
、
そ
う
し
た
場
所
に
は
不
釣
合
な
品
の
悪
さ
と
脂
臭
さ
を
持
っ
て

い
た
」（
101
）
こ
と
で
あ
る
。

　
二
人
の
間
は
、
最
初
は
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
た
が
、
Ｓ
社
と
の
交
渉
が
進

み
、「
甲
谷
が
セ
ー
ル
ス
に
お
け
る
手
腕
を
発
揮
し
は
じ
め
る
と
、
私
の
エ
ン

ジ
ニ
ア
と
し
て
の
知
識
が
、
そ
れ
を
巧
み
に
補
佐
す
る
形
と
な
り
、
二
人
は
決

し
て
相
容
れ
な
い
も
の
を
保
ち
な
が
ら
、
格
好
の
相
棒
」（
98
）
と
な
る
。

　
そ
し
て
、
Ｓ
社
の
契
約
が
取
れ
る
と
分
か
っ
た
と
き
、
甲
谷
は
「
何
気
な
い

口
調
で
こ
う
言
っ
た
」。

　「
俺
も
お
前
も
、
こ
れ
で
結
局
半
人
前
同
士
や
っ
た
と
い
う
こ
っ
ち
ゃ
。

俺
の
得
意
技
と
、
お
前
の
得
意
技
を
、
ち
ゃ
ん
と
二
つ
と
も
兼
ね
備
え
て

る
や
つ
が
、
こ
の
世
に
は
、
わ
ん
さ
か
お
る
や
ろ
で
」（
98
）

　「
半
ば
自
嘲
気
味
に
、
に
や
り
と
笑
」
う
こ
と
か
ら
、
甲
谷
は
自
分
の
限
界

（
欠
点
）
を
知
っ
て
お
り
、「
半
人
前
」
意
識
は
「
日
本
で
も
一
、二
を
争
う
商

社
の
課
長
職
を
捨
て
」
る
こ
ろ
か
ら
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
対
し
て
「
私
」

は
、
自
社
の
製
品
へ
の
自
信
と
「
私
と
い
う
人
間
の
信
用
を
積
」（
97
）
む
と

い
う
誠
実
さ
で
、
Ｓ
社
に
対
応
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
甲
谷
に
は
な
い
も
の
で

き
、
そ
の
ま
ま
都
内
で
一
泊
す
る
予
定
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
ち
ら
で
の
内

部
間
の
打
ち
合
わ
せ
が
ま
ご
つ
い
て
、
結
局
、
最
終
の
新
幹
線
に
も
乗
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
95
）

　「
私
」
は
夜
の
新
幹
線
に
乗
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、「
打
ち
合
わ
せ
が
ま
ご
つ

い
て
」、
最
終
の
新
幹
線
に
乗
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
同
僚
か

ら
「
銀
河
」
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
、「
仕
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
上
、
そ
の
夜
行

に
乗
る
の
が
い
ち
ば
ん
具
合
良
さ
そ
う
だ
っ
た
し
、
久
し
く
味
わ
っ
て
い
な
い

旅
情
の
よ
う
な
も
の
に
接
し
て
み
た
い
と
い
う
、
か
す
か
な
衝
動
」（
96
）
が

働
き
、「
銀
河
」
に
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
回
想
が
終
わ
り
、「
銀
河
」
の
「
発
車
の
ベ
ル
が
鳴
り
、
ホ
ー
ム
を
駈
け
て

来
た
学
生
風
の
一
群
と
と
も
に
、
私
は
列
車
に
乗
」
る
。（「
銀
河
」
は
特
急
で

な
く
急
行
で
あ
り
、
当
時
は
学
生
た
ち
の
利
用
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。）

　「
列
車
は
ゆ
っ
く
り
と
走
」
り
、「
私
」
は
「
夜
行
列
車
の
緩
慢
な
響
き
と
、

か
す
か
な
人
声
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
て
い
る
独
特
な
静
寂
で
感
傷
的
に

な
り
、
淀
川
の
鉄
橋
を
渡
っ
て
行
く
轟
音
す
ら
心
地
良
く
感
じ
」（
96
）
る
。

　「
私
」
は
列
車
の
進
行
と
と
も
に
感
傷
的
に
な
り
、
上
司
の
甲
谷
と
Ｓ
社

（
東
京
）
と
の
契
約
の
経
過
を
回
想
し
始
め
る
。

　
数
年
前
に
「
私
」
の
勤
め
先
で
は
、「
社
内
で
直
接
に
販
売
で
き
る
体
制
」

作
り
が
行
わ
れ
、「
一
介
の
機
械
屋
に
す
ぎ
な
か
っ
た
私
」
が
「
営
業
の
分
野

に
駆
り
出
さ
れ
」（
97
）
る
。
そ
の
と
き
「
日
本
で
も
一
、二
を
争
う
商
社
の
課

長
職
」（
100
）
か
ら
「
営
業
の
凄
腕
と
し
て
声
価
の
高
い
甲
谷
」（
97
）
が
ス
カ

ウ
ト
さ
れ
、「
私
」
の
上
司
（
営
業
促
進
部
の
部
長
）
と
な
る
。「
私
」
は
彼
の

こ
と
を
「
世
渡
り
上
手
の
、
目
か
ら
鼻
へ
抜
け
る
狡
猾
な
才
覚
だ
け
に
富
む
輩

三

藤　　村　　　　　猛

　
以
上
の
よ
う
な
作
品
の
弱
さ
を
押
さ
え
つ
つ
、
作
品
の
特
徴
を
考
え
て
い
く
。

二

　「銀
河
」
と
「
私
」
―
甲
谷
の
回
想
―

　
作
品
冒
頭
で
、
夜
十
一
時
の
大
阪
駅
で
の
寝
台
急
行
「
銀
河
」
や
「
私
」
の

様
子
が
描
か
れ
る
。

　〈
銀
河
〉
に
は
ほ
と
ん
ど
乗
客
は
な
か
っ
た
。
私
は
、
書
類
や
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
や
着
換
え
な
ど
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
鞄
を
、
い
っ
た
ん
自

分
の
席
に
置
く
と
、
刺
す
よ
う
な
冷
気
の
た
な
び
い
て
い
る
夜
更
け
の
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
出
た
。

　
反
対
側
の
ホ
ー
ム
に
は
、
や
は
り
ど
こ
か
ど
こ
か
遠
く
へ
行
こ
う
と
し

て
い
る
同
じ
よ
う
な
寝
台
車
が
停
ま
っ
て
い
て
、
小
太
り
の
女
が
両
腕
に

荷
物
を
か
か
え
込
ん
で
走
り
乗
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
夜
の
十
一
時
と
い

う
の
に
、
巨
大
な
駅
で
は
、
ま
だ
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
沈
滞
せ
ず
、
音
や
匂

い
や
人
影
は
寒
風
に
巻
き
込
ま
れ
て
明
滅
し
反
響
し
て
い
る
。（
95
）

　
続
い
て
、「
私
」
が
「
銀
河
」
に
乗
っ
た
理
由
が
説
明
さ
れ
る
。「
私
」
は
、
仕

事
の
関
係
で
明
朝
の
東
京
の
会
議
に
出
席
す
る
た
め
、
そ
れ
ま
で
に
着
い
て
お

く
必
要
が
あ
っ
た
。

　
取
引
き
先
と
の
打
ち
合
わ
せ
は
、
明
朝
の
十
時
か
ら
で
あ
っ
た
。
朝
一

番
の
新
幹
線
に
乗
れ
ば
何
と
か
間
に
合
う
の
だ
が
、
私
は
少
し
低
血
圧
ぎ

み
で
、
朝
の
早
い
の
は
苦
手
だ
っ
た
。
そ
れ
で
き
ょ
う
中
に
東
京
に
着

（
3
）

る
と
と
も
に
、
二
十
数
年
前
の
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
転
落
事
件
や
、
そ
れ
か

ら
十
数
年
後
（
昭
和
四
十
年
）
の
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
鉄
道
に
よ
る
事
故
死

と
彼
の
祖
父
と
の
会
話
、
そ
し
て
現
在
（
昭
和
五
十
二
年
こ
ろ
）
の
仕
事
や
上

司
・
甲
谷
へ
の
回
想
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
だ
が
、
作
品
の
評
価
は
高
い
も
の
で
は
な
い
。
安
藤
始
氏
は
、
こ
の
作
品
は

「
人
の
心
の
奥
に
あ
る
不
可
思
議
な
る
も
の
」
を
描
こ
う
と
し
て
い
て
、「
人
生

の
哀
し
い
面
と
死
へ
の
意
識
が
共
存
し
て
い
る
こ
と
」
を
指
摘
す
る
。
具
体
的

に
は
、「
私
」
や
甲
谷
の
心
の
奥
に
あ
る
「
不
可
思
議
な
る
も
の
」
で
あ
り
、

「
人
生
の
哀
し
い
面
」
は
彼
ら
が
抱
く
感
情
で
あ
り
、「
死
の
意
識
」
は
「
カ
ツ

ノ
リ
く
ん
」
の
死
を
巡
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
主
人
公
た
ち
の
持
つ
「
不

可
思
議
な
る
も
の
」
が
感
動
の
レ
ベ
ル
ま
で
至
っ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、

「
人
生
の
哀
し
い
面
」
や
「
死
の
意
識
」
も
「
私
」
に
少
な
か
ら
ず
影
響
し
て

い
る
が
、「
私
」
を
真
に
動
か
す
も
の
と
は
言
い
難
い
。

　
ま
た
酒
井
英
行
氏
は
、「『
寝
台
車
』
は
、『
私
』
と
い
う
主
人
公
を
描
い
た

作
品
で
は
な
い
。『
私
』
に
与
え
ら
れ
た
役
柄
は
徹
底
し
た
視
点
人
物
、
言
わ

ば
カ
メ
ラ
で
あ
る
」
と
す
る
。
酒
井
英
行
氏
が
指
摘
す
る
通
り
、
作
中
で
「
私
」

は
深
く
描
か
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
作
中
の
多
く
の
出
来
事
が
「
私
」
の
視
点

か
ら
描
か
れ
て
い
る
に
し
て
も
、「
私
」
の
他
者
へ
の
感
想
や
疑
問
な
ど
が
あ

る
こ
と
か
ら
、「
私
」
を
「
徹
底
し
た
視
点
人
物
」、
ま
た
無
機
質
の
「
カ
メ

ラ
」
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
作
品
で
は
「
私
」
の
み
な
ら
ず
「
私
」
が
出
会
っ
た
人
た
ち
―
「
カ
ツ

ノ
リ
く
ん
」
や
甲
谷
た
ち
―
も
深
く
描
か
れ
ず
、
か
つ
、
描
か
れ
た
時
間
が
離

れ
て
い
る
た
め
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
や
登
場
人
物
た
ち
の
関
連
性
が
分

か
り
に
く
い
と
い
う
弱
点
が
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

二
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で
、
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わ
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仕
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備
え
て

る
や
つ
が
、
こ
の
世
に
は
、
わ
ん
さ
か
お
る
や
ろ
で
」（
98
）

　「
半
ば
自
嘲
気
味
に
、
に
や
り
と
笑
」
う
こ
と
か
ら
、
甲
谷
は
自
分
の
限
界

（
欠
点
）
を
知
っ
て
お
り
、「
半
人
前
」
意
識
は
「
日
本
で
も
一
、二
を
争
う
商

社
の
課
長
職
を
捨
て
」
る
こ
ろ
か
ら
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
対
し
て
「
私
」

は
、
自
社
の
製
品
へ
の
自
信
と
「
私
と
い
う
人
間
の
信
用
を
積
」（
97
）
む
と

い
う
誠
実
さ
で
、
Ｓ
社
に
対
応
し
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
甲
谷
に
は
な
い
も
の
で

き
、
そ
の
ま
ま
都
内
で
一
泊
す
る
予
定
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
ち
ら
で
の
内

部
間
の
打
ち
合
わ
せ
が
ま
ご
つ
い
て
、
結
局
、
最
終
の
新
幹
線
に
も
乗
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（
95
）

　「
私
」
は
夜
の
新
幹
線
に
乗
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、「
打
ち
合
わ
せ
が
ま
ご
つ

い
て
」、
最
終
の
新
幹
線
に
乗
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
同
僚
か

ら
「
銀
河
」
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
、「
仕
事
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
上
、
そ
の
夜
行

に
乗
る
の
が
い
ち
ば
ん
具
合
良
さ
そ
う
だ
っ
た
し
、
久
し
く
味
わ
っ
て
い
な
い

旅
情
の
よ
う
な
も
の
に
接
し
て
み
た
い
と
い
う
、
か
す
か
な
衝
動
」（
96
）
が

働
き
、「
銀
河
」
に
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
回
想
が
終
わ
り
、「
銀
河
」
の
「
発
車
の
ベ
ル
が
鳴
り
、
ホ
ー
ム
を
駈
け
て

来
た
学
生
風
の
一
群
と
と
も
に
、
私
は
列
車
に
乗
」
る
。（「
銀
河
」
は
特
急
で

な
く
急
行
で
あ
り
、
当
時
は
学
生
た
ち
の
利
用
も
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。）

　「
列
車
は
ゆ
っ
く
り
と
走
」
り
、「
私
」
は
「
夜
行
列
車
の
緩
慢
な
響
き
と
、

か
す
か
な
人
声
に
よ
っ
て
さ
ら
に
強
め
ら
れ
て
い
る
独
特
な
静
寂
で
感
傷
的
に

な
り
、
淀
川
の
鉄
橋
を
渡
っ
て
行
く
轟
音
す
ら
心
地
良
く
感
じ
」（
96
）
る
。

　「
私
」
は
列
車
の
進
行
と
と
も
に
感
傷
的
に
な
り
、
上
司
の
甲
谷
と
Ｓ
社

（
東
京
）
と
の
契
約
の
経
過
を
回
想
し
始
め
る
。

　
数
年
前
に
「
私
」
の
勤
め
先
で
は
、「
社
内
で
直
接
に
販
売
で
き
る
体
制
」

作
り
が
行
わ
れ
、「
一
介
の
機
械
屋
に
す
ぎ
な
か
っ
た
私
」
が
「
営
業
の
分
野

に
駆
り
出
さ
れ
」（
97
）
る
。
そ
の
と
き
「
日
本
で
も
一
、二
を
争
う
商
社
の
課

長
職
」（
100
）
か
ら
「
営
業
の
凄
腕
と
し
て
声
価
の
高
い
甲
谷
」（
97
）
が
ス
カ

ウ
ト
さ
れ
、「
私
」
の
上
司
（
営
業
促
進
部
の
部
長
）
と
な
る
。「
私
」
は
彼
の

こ
と
を
「
世
渡
り
上
手
の
、
目
か
ら
鼻
へ
抜
け
る
狡
猾
な
才
覚
だ
け
に
富
む
輩

三
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「
明
る
い
笑
顔
」
が
、「
私
」
に
甲
谷
に
相
容
れ
な
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら

も
、
相
棒
意
識
を
持
ち
、
仕
事
を
超
え
て
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
（
人
生
）
に

共
鳴
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。（
だ
が
、
そ
の
共
鳴
は
短
期
の
も
の
で
あ
り
、

友
情
と
い
う
レ
ベ
ル
に
は
高
ま
ら
な
い
。）

　
回
想
が
終
わ
り
、
車
内
の
暖
房
や
「
断
続
的
な
強
い
横
揺
れ
」（
103
）
に
よ

っ
て
、「
私
」
は
眠
る
事
が
で
き
ず
、
ベ
ッ
ド
に
腰
掛
け
煙
草
を
吸
っ
て
い
る

と
、
隣
の
老
人
の
泣
き
声
―
「
痛
切
な
、
ど
う
に
も
こ
ら
え
る
こ
と
の
出
来
な

い
哀
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
、
低
い
長
い
泣
き
声
」（
104
）
―
が
聞
こ
え
て
く
る
。

「
私
」
は
寝
よ
う
と
し
て
も
老
人
の
こ
と
が
気
に
な
り
、
頭
が
冴
え
、「
声
を
か

け
る
こ
と
も
は
ば
か
ら
れ
て
、
そ
の
ま
ま
耳
を
傾
け
て
い
た
」（
104
）。

　「
私
」
は
、
老
人
の
哀
し
み
に
反
発
す
る
の
で
は
な
く
浸
っ
て
い
く
。
そ
れ

は
自
分
の
哀
し
み
に
浸
る
こ
と
で
も
あ
る
。

三

　回
想
―
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
―

　
場
面
は
変
わ
り
、
小
学
校
三
年
生
時
の
友
人
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
回
想
が

始
ま
る
。「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
に
は
両
親
が
お
ら
ず
、
医
師
で
あ
る
祖
父
と
暮

ら
し
て
い
て
、
時
折
「
私
」
の
家
に
遊
び
に
来
て
い
た
。

　「
あ
る
夏
の
正
午
近
く
」、
彼
は
模
型
の
船
を
組
み
立
て
に
、「
私
」
の
家
に

や
っ
て
来
る
。

　
私
た
ち
は
物
置
に
使
わ
れ
て
い
る
畳
敷
き
の
部
屋
に
入
り
、
錐
や
針
金

や
ナ
イ
フ
な
ど
を
道
具
箱
か
ら
捜
し
出
し
、
船
の
組
み
立
て
に
か
か
っ

た
。（
104
）

と
私
は
訊
い
て
み
た
。
甲
谷
は
ち
ら
っ
と
目
だ
け
で
私
を
見
て
、
い
か
に

も
邪
魔
臭
そ
う
に
机
の
上
を
片
づ
け
始
め
た
。

　「
Ｓ
社
と
の
こ
と
で
す
か
？
」

　「
…
…
い
や
、
何
で
も
あ
ら
へ
ん
」

　
そ
し
て
甲
谷
は
、
思
い
が
け
な
い
明
る
い
笑
顔
を
私
に
向
け
た
。
そ
れ

は
、
一
度
も
見
せ
た
こ
と
の
な
い
、
無
邪
気
な
、
何
か
失
敗
を
み
つ
け
ら

れ
た
子
供
の
よ
う
な
笑
顔
で
あ
っ
た
。
私
も
思
わ
ず
同
じ
よ
う
な
笑
い
を

返
し
て
、

　「
何
か
、
…
…
怪
し
い
な
ァ
」

と
言
っ
た
。
す
る
と
甲
谷
は
、
妙
に
寂
し
げ
な
も
の
を
目
尻
の
あ
た
り
に

漂
わ
せ
な
が
ら
、
い
つ
も
よ
り
固
く
肩
を
い
か
ら
せ
、
急
ぎ
足
で
部
屋
を

出
て
行
っ
た
。
乱
雑
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
書
類
や
仕
様
書
や
、
そ
の
他
資

料
の
山
の
陰
で
、
肩
と
背
に
強
い
西
陽
を
受
け
て
、
ひ
と
り
悄
然
と
う
な

だ
れ
て
い
た
甲
谷
の
小
さ
な
う
し
ろ
姿
は
、
私
の
中
か
ら
消
え
な
か
っ

た
。（
103
）

　
甲
谷
の
い
つ
も
は
見
せ
な
い
「
ひ
と
り
悄
然
と
う
な
だ
れ
て
い
た
・
小
さ
な

う
し
ろ
姿
」
も
、
彼
の
一
面
で
あ
り
、「
無
邪
気
な
、
何
か
失
敗
を
み
つ
け
ら

れ
た
子
供
の
よ
う
な
笑
顔
・
明
る
い
笑
顔
」
も
、
彼
が
滅
多
に
見
せ
な
い
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
日
頃
彼
が
見
せ
る
「
あ
く
の
強
い
」「
一
種
の
豪
宕

さ
」（
98
）
と
は
違
っ
て
い
て
、「
私
」
が
彼
の
こ
と
を
「
何
も
知
ら
な
い
の

だ
」（
103
）
と
い
う
思
い
と
と
も
に
、「
彼
に
対
す
る
憤
り
や
不
満
を
、
そ
の

後
、
い
つ
も
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
、
い
さ
め
て
く
れ
る
」
の
だ
っ
た
。

　

　
つ
ま
り
、
前
出
の
両
者
共
通
の
「
哀
し
さ
」
と
、
甲
谷
の
「
悄
然
さ
」
や

五

藤　　村　　　　　猛

な
目
を
し
て
い
て
、「
私
」
は
「
な
ぜ
か
、
強
く
心
惹
か
れ
」
る
。
甲
谷
と

「
私
」
の
虚
し
さ
と
、
老
人
の
哀
し
み
は
近
い
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ

「
私
」
は
、

私
に
出
張
費
を
手
渡
し
た
と
き
の
、
甲
谷
の
目
も
、
ま
た
そ
れ
を
受
け
取

っ
た
瞬
間
の
私
の
目
も
、
き
っ
と
得
体
の
知
れ
な
い
哀
し
い
も
の
を
一
瞬

閃
か
せ
て
い
た
よ
う
な
思
い
に
駆
ら
れ
た
の
で
あ
る
。（
100
）

　
甲
谷
と
「
私
」
は
性
格
的
に
は
合
わ
な
い
が
、
仕
事
上
で
は
い
い
相
棒
で
あ

り
、
二
人
と
も
「
得
体
の
知
れ
な
い
哀
し
い
も
の
」
を
持
ち
併
せ
て
い
た
の
で

あ
る
。
拡
大
し
て
言
え
ば
、
人
生
の
持
つ
「
虚
し
さ
」
や
「
哀
し
さ
」
の
共
有

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
仕
事
が
進
行
し
て
い
る
と
き
よ
り
も
、
一
つ
の
山
を
越

え
た
と
き
に
現
れ
や
す
い
。
充
実
感
と
空
し
さ
の
共
存
、
こ
れ
は
、
安
藤
始
氏

の
言
う
「
人
の
心
の
奥
に
あ
る
不
可
思
議
な
る
も
の
」
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

　
続
い
て
「
私
」
は
、「
い
や
に
沈
み
き
っ
た
静
か
な
光
景
」（
101
）
を
回
想
す

る
。
あ
る
と
き
「
私
」
が
外
出
先
か
ら
帰
っ
て
く
る
と
、
甲
谷
が
一
人
、「
つ

く
ね
ん
と
部
屋
の
隅
を
見
や
っ
て
い
」
た
。

　
甲
谷
は
身
動
き
ひ
と
つ
せ
ず
、
じ
っ
と
部
屋
の
隅
に
視
線
を
注
い
で
い

た
。
私
は
声
を
か
け
よ
う
と
し
て
や
め
た
。
狭
苦
し
い
事
務
所
に
充
満
し

た
熱
気
も
、
冷
房
の
風
に
よ
っ
て
舞
い
あ
が
っ
て
い
る
無
数
の
埃
も
、
た

だ
甲
谷
を
取
り
巻
い
て
ひ
っ
そ
り
し
て
い
た
。（
中
略
）

　
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、

　「
さ
っ
き
、
何
を
考
え
て
た
ん
で
す
か
？
」

あ
り
、
Ｓ
社
で
の
成
功
は
「
私
」
の
力
が
大
き
い
。「
私
」
は
そ
れ
ま
で
、
甲

谷
の
強
引
な
指
示
に
「
強
い
反
発
」
を
感
じ
て
い
て
、「
甲
谷
の
指
示
通
り
に

事
が
運
べ
ば
、
私
の
こ
れ
ま
で
の
奮
闘
も
、
結
局
彼
の
手
柄
に
変
わ
っ
て
し
ま

う
」（
102
）
と
危
惧
し
て
い
た
が
、
甲
谷
は
Ｓ
社
と
の
契
約
を
二
人
の
仕
事
と

し
、
東
京
出
張
（
最
終
的
詰
め
）
を
「
私
」
に
任
せ
る
。

　「
俺
は
、
あ
し
た
ゴ
ル
フ
や
」

　
あ
え
て
さ
り
げ
な
い
調
子
で
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
、
甲
谷
は
私
に
金
の
入

っ
て
い
る
封
筒
を
手
渡
し
た
。
そ
の
、
脂
の
浮
い
た
ぶ
あ
つ
い
皮
膚
に
包

ま
れ
た
、
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
涙
ぐ
ん
で
い
る
よ
う
に
も
映
る
甲
谷
の
瞳

を
睨
み
返
し
た
と
き
、
私
は
不
意
に
烈
し
い
空
し
さ
を
感
じ
た
。
私
は
か

つ
て
、
そ
れ
以
上
の
充
実
感
を
味
わ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ

れ
以
上
の
空
し
さ
を
感
じ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。
そ
の
二
つ
の
相
反
す
る

も
の
は
、
あ
わ
た
だ
し
い
準
備
を
終
え
て
、
ひ
と
り
大
阪
駅
へ
向
か
う
私

の
心
に
重
く
拡
が
っ
て
い
っ
た
。（
99
）

　
甲
谷
は
東
京
（
Ｓ
社
）
に
行
く
こ
と
も
な
く
、
ゴ
ル
フ
に
行
く
と
言
う
。
仕

事
の
詰
め
を
任
さ
れ
た
「
私
」
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
「
充
実
感
を
味
わ
」

う
が
、
同
時
に
「
烈
し
い
空
し
さ
」
を
感
じ
る
。
前
者
は
分
か
る
が
、
後
者
の

「
空
し
さ
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
大
き
な
仕
事
を
果
た
し
た
後
の
虚
脱
感
（「
寂

寞
感
」（
99
））
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
る
の
は
、
こ
の
回
想
の
前
に
車
中
で
見
た
老
人
―
「
小
ぎ

れ
い
な
・
充
分
に
恵
ま
れ
た
経
済
力
の
中
に
あ
る
」（
99
）
老
人
―
の
存
在
で

は
な
い
か
。
老
人
は
外
見
は
立
派
だ
が
、「
い
か
に
も
虚
ろ
で
哀
し
げ
」（
100
）

四
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「
明
る
い
笑
顔
」
が
、「
私
」
に
甲
谷
に
相
容
れ
な
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
な
が
ら

も
、
相
棒
意
識
を
持
ち
、
仕
事
を
超
え
て
、
生
き
る
と
い
う
こ
と
（
人
生
）
に

共
鳴
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。（
だ
が
、
そ
の
共
鳴
は
短
期
の
も
の
で
あ
り
、

友
情
と
い
う
レ
ベ
ル
に
は
高
ま
ら
な
い
。）

　
回
想
が
終
わ
り
、
車
内
の
暖
房
や
「
断
続
的
な
強
い
横
揺
れ
」（
103
）
に
よ

っ
て
、「
私
」
は
眠
る
事
が
で
き
ず
、
ベ
ッ
ド
に
腰
掛
け
煙
草
を
吸
っ
て
い
る

と
、
隣
の
老
人
の
泣
き
声
―
「
痛
切
な
、
ど
う
に
も
こ
ら
え
る
こ
と
の
出
来
な

い
哀
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
、
低
い
長
い
泣
き
声
」（
104
）
―
が
聞
こ
え
て
く
る
。

「
私
」
は
寝
よ
う
と
し
て
も
老
人
の
こ
と
が
気
に
な
り
、
頭
が
冴
え
、「
声
を
か

け
る
こ
と
も
は
ば
か
ら
れ
て
、
そ
の
ま
ま
耳
を
傾
け
て
い
た
」（
104
）。

　「
私
」
は
、
老
人
の
哀
し
み
に
反
発
す
る
の
で
は
な
く
浸
っ
て
い
く
。
そ
れ

は
自
分
の
哀
し
み
に
浸
る
こ
と
で
も
あ
る
。

三

　回
想
―
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
―

　
場
面
は
変
わ
り
、
小
学
校
三
年
生
時
の
友
人
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
回
想
が

始
ま
る
。「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
に
は
両
親
が
お
ら
ず
、
医
師
で
あ
る
祖
父
と
暮

ら
し
て
い
て
、
時
折
「
私
」
の
家
に
遊
び
に
来
て
い
た
。

　「
あ
る
夏
の
正
午
近
く
」、
彼
は
模
型
の
船
を
組
み
立
て
に
、「
私
」
の
家
に

や
っ
て
来
る
。

　
私
た
ち
は
物
置
に
使
わ
れ
て
い
る
畳
敷
き
の
部
屋
に
入
り
、
錐
や
針
金

や
ナ
イ
フ
な
ど
を
道
具
箱
か
ら
捜
し
出
し
、
船
の
組
み
立
て
に
か
か
っ

た
。（
104
）

と
私
は
訊
い
て
み
た
。
甲
谷
は
ち
ら
っ
と
目
だ
け
で
私
を
見
て
、
い
か
に

も
邪
魔
臭
そ
う
に
机
の
上
を
片
づ
け
始
め
た
。

　「
Ｓ
社
と
の
こ
と
で
す
か
？
」

　「
…
…
い
や
、
何
で
も
あ
ら
へ
ん
」

　
そ
し
て
甲
谷
は
、
思
い
が
け
な
い
明
る
い
笑
顔
を
私
に
向
け
た
。
そ
れ

は
、
一
度
も
見
せ
た
こ
と
の
な
い
、
無
邪
気
な
、
何
か
失
敗
を
み
つ
け
ら

れ
た
子
供
の
よ
う
な
笑
顔
で
あ
っ
た
。
私
も
思
わ
ず
同
じ
よ
う
な
笑
い
を

返
し
て
、

　「
何
か
、
…
…
怪
し
い
な
ァ
」

と
言
っ
た
。
す
る
と
甲
谷
は
、
妙
に
寂
し
げ
な
も
の
を
目
尻
の
あ
た
り
に

漂
わ
せ
な
が
ら
、
い
つ
も
よ
り
固
く
肩
を
い
か
ら
せ
、
急
ぎ
足
で
部
屋
を

出
て
行
っ
た
。
乱
雑
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
書
類
や
仕
様
書
や
、
そ
の
他
資

料
の
山
の
陰
で
、
肩
と
背
に
強
い
西
陽
を
受
け
て
、
ひ
と
り
悄
然
と
う
な

だ
れ
て
い
た
甲
谷
の
小
さ
な
う
し
ろ
姿
は
、
私
の
中
か
ら
消
え
な
か
っ

た
。（
103
）

　
甲
谷
の
い
つ
も
は
見
せ
な
い
「
ひ
と
り
悄
然
と
う
な
だ
れ
て
い
た
・
小
さ
な

う
し
ろ
姿
」
も
、
彼
の
一
面
で
あ
り
、「
無
邪
気
な
、
何
か
失
敗
を
み
つ
け
ら

れ
た
子
供
の
よ
う
な
笑
顔
・
明
る
い
笑
顔
」
も
、
彼
が
滅
多
に
見
せ
な
い
も
の

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
、
日
頃
彼
が
見
せ
る
「
あ
く
の
強
い
」「
一
種
の
豪
宕

さ
」（
98
）
と
は
違
っ
て
い
て
、「
私
」
が
彼
の
こ
と
を
「
何
も
知
ら
な
い
の

だ
」（
103
）
と
い
う
思
い
と
と
も
に
、「
彼
に
対
す
る
憤
り
や
不
満
を
、
そ
の

後
、
い
つ
も
す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
、
い
さ
め
て
く
れ
る
」
の
だ
っ
た
。

　

　
つ
ま
り
、
前
出
の
両
者
共
通
の
「
哀
し
さ
」
と
、
甲
谷
の
「
悄
然
さ
」
や

五
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が
思
い
出
さ
れ
、
関
連
し
て
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
事
件
を
回
想
し
た
の
で
は

な
い
か
。
も
し
く
は
彼
の
死
が
列
車
と
関
係
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
回
想
は
、
唐
突
の
感
が
あ

る
。

四

　「
銀
河
」
の
朝

　
場
面
は
現
在
の
「
銀
河
」
に
戻
り
、
豊
橋
を
過
ぎ
る
（
時
刻
は
三
時
半
す

ぎ
）
こ
ろ
と
な
る
。

老
人
の
泣
き
声
は
い
つ
の
ま
に
か
や
ん
で
い
た
。
私
は
カ
ー
テ
ン
の
ほ
う

に
背
を
向
け
、
何
も
考
え
ま
い
と
努
め
た
。（
中
略
）
老
人
の
泣
き
声
の

終
わ
っ
た
こ
と
で
ひ
と
つ
の
き
り
が
つ
い
た
よ
う
に
、
私
を
取
り
囲
ん
で

い
た
あ
ら
ゆ
る
物
音
は
消
え
て
い
っ
た
。
不
思
議
な
安
心
感
が
あ
っ
た
。

（
109
）

　「
私
」
は
「
何
も
考
え
ま
い
と
努
め
」
る
。
そ
れ
は
大
人
の
知
恵
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
こ
で
「
私
」
の
感
じ
た
「
不
思
議
な
安
心
感
」
と
は
何
か
。
老
人

の
泣
き
声
が
終
わ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
や
祖
父
の
回
想
が

終
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
安
心
感
か
。

　
考
え
て
み
る
に
、「
私
」
に
安
心
感
が
生
じ
た
の
は
、
車
中
の
老
人
の
哀
し

み
と
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
祖
父
の
哀
し
み
が
一
緒
に
な
り
、
一
つ
の
「
記
憶
」

と
な
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。

　「
私
」
は
、
両
者
の
哀
し
み
を
感
じ
得
る
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
回
想
レ

　
私
は
黙
っ
て
い
た
。
ど
ん
な
言
葉
も
浮
か
ん
で
こ
な
か
っ
た
。（
109
）

　「
私
」
は
、
老
祖
父
の
つ
ぶ
や
き
（
哀
し
み
）
に
答
え
る
術
が
な
か
っ
た
。

老
祖
父
は
、「
あ
の
と
き
死
ん
で
て
も
よ
か
っ
た
な
ァ
」
と
言
う
が
、
そ
れ
だ

け
孫
へ
の
愛
情
と
悲
し
み
が
深
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
死
の
原
因
は
、「
結
局
あ
い
ま
い
な
ま
ま
」（
107
）
で

あ
り
、
老
医
師
は
、「
月
が
変
わ
る
と
す
ぐ
病
院
を
閉
め
」、「
出
身
地
で
あ
る

山
口
県
に
帰
っ
た
」（
109
）
ら
し
い
。

　「
私
」
は
、
奇
跡
的
に
助
か
っ
た
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
そ
の
後
の
「
十
数

年
は
、
い
っ
た
い
彼
に
と
っ
て
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」（
109
）
と
ぼ
ん
や
り
考

え
る
。（
こ
の
と
き
の
「
私
」
は
二
十
一
歳
で
あ
り
、
人
生
の
哀
し
み
や
喪
失

感
を
感
じ
る
に
は
若
す
ぎ
よ
う
。）

　
こ
の
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
へ
の
問
い
か
け
は
、
三
十
五
歳
の
自
分
の
人
生
へ

の
問
い
か
け
に
も
通
じ
る
。「
私
」
は
小
学
校
三
年
生
（
十
歳
）
か
ら
大
学
三

年
生
（
二
十
一
歳
こ
ろ
）、
そ
し
て
現
在
（
三
十
五
歳
）
へ
と
、
自
分
の
人
生

を
思
い
や
る
こ
と
に
な
る
。

　「
私
」
は
生
き
残
り
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
は
若
く
し
て
死
ん
で
し
ま
う
。
彼

の
死
は
人
生
の
悲
し
み
や
虚
し
さ
と
通
じ
て
い
て
、
残
さ
れ
た
者
が
長
く
生
き

れ
ば
そ
れ
ら
が
減
じ
る
訳
で
は
な
い
。

　
だ
が
、
な
ぜ
「
私
」
は
「
銀
河
」
の
中
で
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
や
そ
の
祖

父
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
か
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
Ｓ
社
と
の
取
引
成
功
に

よ
る
仕
事
の
充
実
感
と
空
し
さ
で
あ
り
、
そ
の
空
し
さ
が
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」

の
人
生
の
虚
し
さ
に
通
じ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
安
易
な
連
想

か
も
し
れ
な
い
が
、
車
中
の
老
人
の
悲
し
み
か
ら
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
祖
父

七
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　「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
は
、「
青
ざ
め
た
死
人
の
よ
う
な
顔
」
を
し
た
ま
ま
、
仮

死
状
態
で
あ
っ
た
。
事
件
を
知
ら
さ
れ
た
祖
父
（
医
師
）
が
駆
け
つ
け
、「
カ

ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
手
当
を
し
た
。「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
が
正
気
を
取
り
戻
し
た
の

は
、
夕
刻
で
あ
っ
た
」（
106
）。
彼
は
川
に
落
ち
た
と
き
「
驚
愕
と
恐
怖
で
、
一

種
の
失
神
状
態
に
お
ち
い
」
り
、
そ
れ
が
幸
い
し
て
水
を
飲
ま
ず
、「
自
分
の

命
を
救
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
の
「
人
形
の
よ
う
に
」
浮
い
て
い
る
姿
や
、「
青
ざ
め
た
死

人
の
よ
う
な
顔
」
は
「
私
」
に
強
い
印
象
を
与
え
る
。
が
、
そ
れ
ら
は
そ
の
後

の
「
私
」
の
回
想
に
登
場
し
な
い
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、「
私
」
に
と
っ

て
そ
う
重
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
事
件
後
、「
私
」
は
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
と
は
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
が
、
彼

が
医
科
大
学
の
三
回
生
の
と
き
―
昭
和
四
十
年
、「
私
」
も
大
学
生
で
あ
り
、

現
在
か
ら
は
十
数
年
前
―
に
、
中
央
本
線
の
列
車
か
ら
転
落
し
て
死
ん
で
し
ま

う
。

　
彼
の
葬
儀
に
参
列
し
た
後
、「
私
」
は
風
邪
を
ひ
い
た
た
め
、
仕
方
な
く
彼

の
祖
父
の
病
院
を
訪
れ
る
。
七
十
八
歳
に
な
っ
て
い
た
老
医
師
は
か
く
し
ゃ
く

と
し
て
い
た
が
、
孫
の
死
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　「
…
…
死
に
ぞ
こ
な
い
は
長
生
き
す
る
い
う
話
や
け
ど
、
あ
い
つ
は
そ

う
や
な
か
っ
た
な
ァ
」

　
そ
う
言
っ
て
白
い
診
察
着
を
脱
ぐ
と
、
ゆ
っ
く
り
膝
の
上
で
た
た
ん

だ
。
そ
れ
か
ら
誰
に
言
う
と
も
な
く
つ
ぶ
や
い
た
。

　「
父
親
の
味
も
、
母
親
の
味
も
知
ら
ん
と
、
可
哀
そ
う
や
っ
た
。
あ
の

と
き
死
ん
で
て
も
よ
か
っ
た
な
ァ
」

（
4
）

（
5
）

　
こ
の
部
屋
は
川
に
面
し
て
お
り
、
板
壁
の
一
角
に
扉
が
あ
っ
た
。
い
つ
も
は

針
金
で
固
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
日
は
そ
う
で
は
な
く
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
は

い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に
、
観
音
開
き
の
扉
に
背
を
も
た
せ
か
け
、
そ
の
ま
ま
、

す
と
ん
と
川
に
落
ち
」（
105
）
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、

　
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
は
、
あ
お
む
け
に
な
っ
て
土
佐
堀
川
の
水
面
に
浮
い
て

い
た
。
人
形
の
よ
う
に
、
身
動
き
ひ
と
つ
せ
ず
、
ぷ
か
ぷ
か
と
浮
い
て
い

る
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
私
の
顔
を
見
て
い
た
。（
105
）

　「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
は
こ
の
と
き
、
転
落
の
シ
ョ
ッ
ク
で
失
神
し
て
い
た
。

「
私
」
は
驚
い
て
大
声
で
母
を
呼
び
、
ち
ょ
う
ど
川
で
小
舟
を
操
っ
て
い
た
男

に
叫
ぶ
。

　「
お
っ
ち
ゃ
ん
、
助
け
て
ェ
。
あ
の
子
が
川
に
落
ち
た
ァ
」

　
私
は
悲
痛
な
声
を
あ
げ
て
、
真
下
の
川
面
を
指
差
し
た
。（
105
）

　
男
は
急
い
で
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
所
に
舟
を
寄
せ
、
彼
の
腕
を
つ
か
み
小

舟
に
引
き
上
げ
た
。

　
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
は
う
っ
す
ら
目
を
あ
け
て
い
た
が
、
ほ
と
ん
ど
意
識
は

な
く
、
私
た
ち
の
呼
び
か
け
る
声
に
も
反
応
を
示
さ
な
か
っ
た
。
水
も
ま

っ
た
く
飲
ん
で
い
な
か
っ
た
し
、
息
も
脈
も
し
っ
か
り
し
て
い
た
が
、
青

ざ
め
た
死
人
の
よ
う
な
顔
に
は
、
い
つ
ま
で
も
血
の
色
が
返
っ
て
こ
な
か

っ
た
。（
106
）

六
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が
思
い
出
さ
れ
、
関
連
し
て
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
事
件
を
回
想
し
た
の
で
は

な
い
か
。
も
し
く
は
彼
の
死
が
列
車
と
関
係
し
て
い
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
回
想
は
、
唐
突
の
感
が
あ

る
。

四

　「
銀
河
」
の
朝

　
場
面
は
現
在
の
「
銀
河
」
に
戻
り
、
豊
橋
を
過
ぎ
る
（
時
刻
は
三
時
半
す

ぎ
）
こ
ろ
と
な
る
。

老
人
の
泣
き
声
は
い
つ
の
ま
に
か
や
ん
で
い
た
。
私
は
カ
ー
テ
ン
の
ほ
う

に
背
を
向
け
、
何
も
考
え
ま
い
と
努
め
た
。（
中
略
）
老
人
の
泣
き
声
の

終
わ
っ
た
こ
と
で
ひ
と
つ
の
き
り
が
つ
い
た
よ
う
に
、
私
を
取
り
囲
ん
で

い
た
あ
ら
ゆ
る
物
音
は
消
え
て
い
っ
た
。
不
思
議
な
安
心
感
が
あ
っ
た
。

（
109
）

　「
私
」
は
「
何
も
考
え
ま
い
と
努
め
」
る
。
そ
れ
は
大
人
の
知
恵
か
も
し
れ

な
い
が
、
こ
こ
で
「
私
」
の
感
じ
た
「
不
思
議
な
安
心
感
」
と
は
何
か
。
老
人

の
泣
き
声
が
終
わ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
や
祖
父
の
回
想
が

終
わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
安
心
感
か
。

　
考
え
て
み
る
に
、「
私
」
に
安
心
感
が
生
じ
た
の
は
、
車
中
の
老
人
の
哀
し

み
と
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
祖
父
の
哀
し
み
が
一
緒
に
な
り
、
一
つ
の
「
記
憶
」

と
な
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
。

　「
私
」
は
、
両
者
の
哀
し
み
を
感
じ
得
る
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
、
回
想
レ

　
私
は
黙
っ
て
い
た
。
ど
ん
な
言
葉
も
浮
か
ん
で
こ
な
か
っ
た
。（
109
）

　「
私
」
は
、
老
祖
父
の
つ
ぶ
や
き
（
哀
し
み
）
に
答
え
る
術
が
な
か
っ
た
。

老
祖
父
は
、「
あ
の
と
き
死
ん
で
て
も
よ
か
っ
た
な
ァ
」
と
言
う
が
、
そ
れ
だ

け
孫
へ
の
愛
情
と
悲
し
み
が
深
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
死
の
原
因
は
、「
結
局
あ
い
ま
い
な
ま
ま
」（
107
）
で

あ
り
、
老
医
師
は
、「
月
が
変
わ
る
と
す
ぐ
病
院
を
閉
め
」、「
出
身
地
で
あ
る

山
口
県
に
帰
っ
た
」（
109
）
ら
し
い
。

　「
私
」
は
、
奇
跡
的
に
助
か
っ
た
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
そ
の
後
の
「
十
数

年
は
、
い
っ
た
い
彼
に
と
っ
て
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
」（
109
）
と
ぼ
ん
や
り
考

え
る
。（
こ
の
と
き
の
「
私
」
は
二
十
一
歳
で
あ
り
、
人
生
の
哀
し
み
や
喪
失

感
を
感
じ
る
に
は
若
す
ぎ
よ
う
。）

　
こ
の
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
へ
の
問
い
か
け
は
、
三
十
五
歳
の
自
分
の
人
生
へ

の
問
い
か
け
に
も
通
じ
る
。「
私
」
は
小
学
校
三
年
生
（
十
歳
）
か
ら
大
学
三

年
生
（
二
十
一
歳
こ
ろ
）、
そ
し
て
現
在
（
三
十
五
歳
）
へ
と
、
自
分
の
人
生

を
思
い
や
る
こ
と
に
な
る
。

　「
私
」
は
生
き
残
り
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
は
若
く
し
て
死
ん
で
し
ま
う
。
彼

の
死
は
人
生
の
悲
し
み
や
虚
し
さ
と
通
じ
て
い
て
、
残
さ
れ
た
者
が
長
く
生
き

れ
ば
そ
れ
ら
が
減
じ
る
訳
で
は
な
い
。

　
だ
が
、
な
ぜ
「
私
」
は
「
銀
河
」
の
中
で
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
や
そ
の
祖

父
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
の
か
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
Ｓ
社
と
の
取
引
成
功
に

よ
る
仕
事
の
充
実
感
と
空
し
さ
で
あ
り
、
そ
の
空
し
さ
が
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」

の
人
生
の
虚
し
さ
に
通
じ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
安
易
な
連
想

か
も
し
れ
な
い
が
、
車
中
の
老
人
の
悲
し
み
か
ら
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
祖
父

七

藤　　村　　　　　猛

　「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
は
、「
青
ざ
め
た
死
人
の
よ
う
な
顔
」
を
し
た
ま
ま
、
仮

死
状
態
で
あ
っ
た
。
事
件
を
知
ら
さ
れ
た
祖
父
（
医
師
）
が
駆
け
つ
け
、「
カ

ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
手
当
を
し
た
。「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
が
正
気
を
取
り
戻
し
た
の

は
、
夕
刻
で
あ
っ
た
」（
106
）。
彼
は
川
に
落
ち
た
と
き
「
驚
愕
と
恐
怖
で
、
一

種
の
失
神
状
態
に
お
ち
い
」
り
、
そ
れ
が
幸
い
し
て
水
を
飲
ま
ず
、「
自
分
の

命
を
救
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。

　
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
の
「
人
形
の
よ
う
に
」
浮
い
て
い
る
姿
や
、「
青
ざ
め
た
死

人
の
よ
う
な
顔
」
は
「
私
」
に
強
い
印
象
を
与
え
る
。
が
、
そ
れ
ら
は
そ
の
後

の
「
私
」
の
回
想
に
登
場
し
な
い
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、「
私
」
に
と
っ

て
そ
う
重
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
事
件
後
、「
私
」
は
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
と
は
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
が
、
彼

が
医
科
大
学
の
三
回
生
の
と
き
―
昭
和
四
十
年
、「
私
」
も
大
学
生
で
あ
り
、

現
在
か
ら
は
十
数
年
前
―
に
、
中
央
本
線
の
列
車
か
ら
転
落
し
て
死
ん
で
し
ま

う
。

　
彼
の
葬
儀
に
参
列
し
た
後
、「
私
」
は
風
邪
を
ひ
い
た
た
め
、
仕
方
な
く
彼

の
祖
父
の
病
院
を
訪
れ
る
。
七
十
八
歳
に
な
っ
て
い
た
老
医
師
は
か
く
し
ゃ
く

と
し
て
い
た
が
、
孫
の
死
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

　「
…
…
死
に
ぞ
こ
な
い
は
長
生
き
す
る
い
う
話
や
け
ど
、
あ
い
つ
は
そ

う
や
な
か
っ
た
な
ァ
」

　
そ
う
言
っ
て
白
い
診
察
着
を
脱
ぐ
と
、
ゆ
っ
く
り
膝
の
上
で
た
た
ん

だ
。
そ
れ
か
ら
誰
に
言
う
と
も
な
く
つ
ぶ
や
い
た
。

　「
父
親
の
味
も
、
母
親
の
味
も
知
ら
ん
と
、
可
哀
そ
う
や
っ
た
。
あ
の

と
き
死
ん
で
て
も
よ
か
っ
た
な
ァ
」

（
4
）

（
5
）

　
こ
の
部
屋
は
川
に
面
し
て
お
り
、
板
壁
の
一
角
に
扉
が
あ
っ
た
。
い
つ
も
は

針
金
で
固
定
し
て
い
た
が
、
そ
の
日
は
そ
う
で
は
な
く
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
は

い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に
、
観
音
開
き
の
扉
に
背
を
も
た
せ
か
け
、
そ
の
ま
ま
、

す
と
ん
と
川
に
落
ち
」（
105
）
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、

　
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
は
、
あ
お
む
け
に
な
っ
て
土
佐
堀
川
の
水
面
に
浮
い
て

い
た
。
人
形
の
よ
う
に
、
身
動
き
ひ
と
つ
せ
ず
、
ぷ
か
ぷ
か
と
浮
い
て
い

る
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
ま
ま
私
の
顔
を
見
て
い
た
。（
105
）

　「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
は
こ
の
と
き
、
転
落
の
シ
ョ
ッ
ク
で
失
神
し
て
い
た
。

「
私
」
は
驚
い
て
大
声
で
母
を
呼
び
、
ち
ょ
う
ど
川
で
小
舟
を
操
っ
て
い
た
男

に
叫
ぶ
。

　「
お
っ
ち
ゃ
ん
、
助
け
て
ェ
。
あ
の
子
が
川
に
落
ち
た
ァ
」

　
私
は
悲
痛
な
声
を
あ
げ
て
、
真
下
の
川
面
を
指
差
し
た
。（
105
）

　
男
は
急
い
で
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
所
に
舟
を
寄
せ
、
彼
の
腕
を
つ
か
み
小

舟
に
引
き
上
げ
た
。

　
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
は
う
っ
す
ら
目
を
あ
け
て
い
た
が
、
ほ
と
ん
ど
意
識
は

な
く
、
私
た
ち
の
呼
び
か
け
る
声
に
も
反
応
を
示
さ
な
か
っ
た
。
水
も
ま

っ
た
く
飲
ん
で
い
な
か
っ
た
し
、
息
も
脈
も
し
っ
か
り
し
て
い
た
が
、
青

ざ
め
た
死
人
の
よ
う
な
顔
に
は
、
い
つ
ま
で
も
血
の
色
が
返
っ
て
こ
な
か

っ
た
。（
106
）
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二
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一
五
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受
理
〕

と
「
哀
し
み
（
虚
し
さ
）」
の
共
存
―
が
深
く
追
求
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
人

間
の
持
つ
「
不
可
思
議
な
る
も
の
」
が
感
じ
ら
れ
な
が
ら
も
、
あ
ま
り
生
動
し

て
い
な
い
と
い
う
弱
さ
が
あ
る
。

（
注
）

（
１
）　
安
藤
始
『
宿
命
と
永
遠
―
宮
本
輝
の
物
語
―
』（
お
う
ふ
う

　2003

・10

）

（
２
）　
酒
井
英
行
『
宮
本
輝
論
』（
沖
積
舎

　1998

・9

）

（
３
）　
本
文
の
引
用
は
、『
宮
本
輝
全
集
』
13
（
新
潮
社

　1993

・4

）
に
よ
る
。（

　
）

内
の
数
字
は
、
全
集
の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
る
。

（
４
）　「
青
ざ
め
た
死
人
の
よ
う
な
顔
」
か
ら
、「
泥
の
河
」
の
銀
子
の
母
を
連
想
す
る
。

違
い
の
一
つ
は
銀
子
の
母
は
、
主
人
公
を
強
い
ま
な
ざ
し
で
見
返
す
こ
と
で
あ
る
。

「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
は
失
神
し
て
い
て
、
他
者
を
見
て
い
な
い
。

（
５
）　
酒
井
英
行
氏
は
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
と
「
幻
の
光
」
中
の
「
あ
ん
た
」（
語
り

手
・
ゆ
み
子
の
亡
き
夫
）
と
の
近
さ
を
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
が
『
あ
ん
た
』
と
双
生

児
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
死
は
、

「
限
り
な
く
自
殺
に
」
近
い
と
す
る
。（
引
用
は
注
（
２
）
に
よ
る
。）

	

　
だ
が
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
が
事
故
死
か
、
自
殺
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
推

測
さ
せ
る
心
情
描
写
や
暗
示
す
る
も
の
は
、
作
品
中
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

	

「
幻
の
光
」
の
場
合
、「
あ
ん
た
」
は
自
殺
す
る
前
に
、
ゆ
み
子
に
別
人
の
顔
を
見

せ
、「
な
ん
か
元
気
が
な
く
な
っ
て
く
る
ん
や
」（
34
）
と
洩
ら
し
て
い
る
。

	

「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
に
関
し
て
は
、
自
殺
の
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
真
偽

は
不
明
で
あ
る
。

（
６
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
幻
の
光
」
の
ゆ
み
子
の
、
不
幸
と
幸
福
の
共
存
を
想
起

す
る
。
他
に
「
寝
台
車
」
で
は
充
実
感
と
空
虚
感
の
共
存
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ

ら
は
最
愛
の
夫
を
自
殺
で
失
っ
た
ゆ
み
子
ほ
ど
、
強
い
も
の
で
は
な
い
。

（
７
）　
酒
井
英
行
氏
は
、
車
中
の
老
人
は
「
駅
に
降
り
た
の
で
は
な
く
、
列
車
か
ら
飛

び
下
り
自
殺
を
図
っ
た
の
で
あ
る
」
と
推
察
し
て
い
る
。（
引
用
は
注
（
２
）
に
よ

る
。）
そ
う
い
う
読
み
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
断
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い

だ
ろ
う
。

九
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こ
の
と
き
の
「
私
」
に
は
、「
歓
び
」
と
「
も
の
憂
さ
」
が
共
存
し
て
お
り
、

そ
う
い
っ
た
状
態
の
中
、
相
棒
で
あ
る
甲
谷
を
想
う
。
だ
が
、
彼
の
存
在
は
身

近
な
も
の
と
言
う
よ
り
も
、
大
阪
・
東
京
と
い
う
実
際
の
距
離
感
や
、
一
つ
の

仕
事
が
終
わ
っ
た
と
い
う
心
情
か
ら
、
ど
こ
か
遠
い
存
在
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、「
私
」
は
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
や
老
医
師
、
そ
し
て
甲
谷

た
ち
を
旅
情
の
中
で
、「
歓
び
」
や
「
物
憂
さ
」（
虚
脱
感
）
を
感
じ
な
が
ら
思

い
出
し
て
い
る
。

五

　ま

　
　と

　
　め

　
こ
の
作
品
は
、
夜
行
寝
台
急
行
（「
銀
河
」）
の
進
行
や
「
私
」
の
状
況
、
そ

し
て
夜
か
ら
朝
へ
の
移
り
変
わ
り
に
応
じ
て
、
主
人
公
が
出
会
っ
た
人
々
を
回

想
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
場
面
」
を
蘇
ら
せ
て
い
る
。
た
だ
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
違
い
も
あ
り
、
か
つ
、
登
場
人
物
間
の
関
係
の
弱
さ

に
よ
り
、
作
品
の
求
心
力
を
弱
く
さ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
甲
谷
と
「
私
」
は

仕
事
上
の
関
係
で
し
か
な
く
、「
私
」
と
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
は
、
子
供
時
代

の
転
落
事
件
で
結
び
つ
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。（「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
老
祖

父
と
は
数
回
の
出
会
い
に
す
ぎ
ず
、「
銀
河
」
車
中
の
老
人
は
行
き
ず
り
の
人

物
で
し
か
な
い
。）

　
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
に
は
、
夜
行
寝
台
急
行
（「
銀
河
」）
に
よ
る
「
私
」
の

旅
情
が
あ
る
も
の
の
、
甲
谷
や
「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
と
の
関
係
が
そ
ん
な
に
強

い
も
の
で
は
な
い
た
め
、
作
品
に
統
一
感
や
山
場
が
な
い
。
し
か
も
、「
私
」

の
複
数
の
感
情
の
共
存
―
例
え
ば
、「
私
」
の
仕
事
に
よ
る
達
成
感
（
歓
び
）

ベ
ル
の
悲
し
み
は
人
を
し
て
浄
化
さ
せ
、
時
と
し
て
甘
い
感
傷
的
な
も
の
に
な

り
、
や
が
て
心
の
安
定
か
ら
安
心
へ
と
動
い
て
い
く
。
い
わ
ば
、
悲
し
み
が
安

心
感
を
呼
ぶ
の
で
は
な
い
か
。

　「
私
」
は
「
少
し
眠
」
り
、「
目
を
あ
け
る
と
早
朝
の
眩
ゆ
い
光
が
」、「
車
内

に
満
ち
溢
れ
て
い
た
」。
老
人
の
ベ
ッ
ド
は
空
で
、「
私
」
は
老
人
が
「
ど
こ
か

夜
更
け
の
駅
に
降
り
た
」（
109
）
と
推
測
し
、
身
繕
い
を
す
る
。

　「
私
」
は
沼
津
駅
で
弁
当
を
買
い
、「
窓
ぎ
わ
に
凭
れ
て
地
方
都
市
の
朝
に
眺

め
い
」
る
。「
急
ぎ
足
で
流
れ
て
い
く
人
々
の
口
元
か
ら
、
白
い
息
が
こ
ぼ
れ

て
い
」（
110
）
く
の
が
見
え
、「
私
」
は
夜
の
孤
独
や
悲
し
み
か
ら
、
朝
（
の
光

や
人
々
）
の
登
場
に
よ
り
、
肉
体
は
疲
れ
て
い
る
も
の
の
蘇
っ
て
い
く
。

　
列
車
は
走
り
、「
私
」
は
熱
海
の
海
を
見
な
が
ら
、「
食
欲
は
な
か
っ
た
け
れ

ど
、
何
も
考
え
ず
に
」、
弁
当
を
「
た
だ
食
べ
つ
づ
け
」
る
。
虚
脱
感
と
と
も

に
、
肉
体
の
疲
労
も
あ
っ
た
ろ
う
。「
ガ
ラ
ス
窓
に
、
自
分
の
横
顔
が
う
っ
す

ら
反
射
し
て
い
た
」（
110
）。「
私
」
は
弁
当
を
食
べ
終
わ
る
と
、
鞄
か
ら
書
類

の
入
っ
た
紙
袋
を
取
り
出
し
た
。

　
ひ
と
つ
の
仕
事
を
完
成
さ
せ
た
歓
び
が
、
ふ
い
に
私
の
も
の
憂
い
体
の

中
を
走
っ
て
抜
け
た
。
早
朝
ら
ゴ
ル
フ
に
行
く
と
言
っ
て
い
た
甲
谷
は
、

も
う
出
か
け
た
ろ
う
か
と
私
は
思
っ
た
。（
110
）

　「
私
」
は
「
も
の
憂
い
体
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
朝
の
光
と
人
々
の
生
活
を

見
て
、
そ
し
て
鞄
の
中
の
書
類
（
Ｓ
社
と
の
取
引
成
功
）
に
よ
っ
て
、「
ひ
と

つ
の
仕
事
を
完
成
さ
せ
た
歓
び
」
を
感
じ
、
甲
谷
を
想
う
。（
そ
し
て
、
列
車

は
東
京
に
近
づ
き
、
作
品
は
終
了
す
る
。）

（
6
）

（
7
）
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受
理
〕

と
「
哀
し
み
（
虚
し
さ
）」
の
共
存
―
が
深
く
追
求
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
人

間
の
持
つ
「
不
可
思
議
な
る
も
の
」
が
感
じ
ら
れ
な
が
ら
も
、
あ
ま
り
生
動
し

て
い
な
い
と
い
う
弱
さ
が
あ
る
。

（
注
）

（
１
）　
安
藤
始
『
宿
命
と
永
遠
―
宮
本
輝
の
物
語
―
』（
お
う
ふ
う

　2003

・10

）

（
２
）　
酒
井
英
行
『
宮
本
輝
論
』（
沖
積
舎

　1998

・9

）

（
３
）　
本
文
の
引
用
は
、『
宮
本
輝
全
集
』
13
（
新
潮
社

　1993

・4

）
に
よ
る
。（

　
）

内
の
数
字
は
、
全
集
の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
る
。

（
４
）　「
青
ざ
め
た
死
人
の
よ
う
な
顔
」
か
ら
、「
泥
の
河
」
の
銀
子
の
母
を
連
想
す
る
。

違
い
の
一
つ
は
銀
子
の
母
は
、
主
人
公
を
強
い
ま
な
ざ
し
で
見
返
す
こ
と
で
あ
る
。

「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
は
失
神
し
て
い
て
、
他
者
を
見
て
い
な
い
。

（
５
）　
酒
井
英
行
氏
は
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
と
「
幻
の
光
」
中
の
「
あ
ん
た
」（
語
り

手
・
ゆ
み
子
の
亡
き
夫
）
と
の
近
さ
を
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
が
『
あ
ん
た
』
と
双
生

児
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
の
死
は
、

「
限
り
な
く
自
殺
に
」
近
い
と
す
る
。（
引
用
は
注
（
２
）
に
よ
る
。）

	

　
だ
が
、「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
が
事
故
死
か
、
自
殺
か
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
推

測
さ
せ
る
心
情
描
写
や
暗
示
す
る
も
の
は
、
作
品
中
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

	

「
幻
の
光
」
の
場
合
、「
あ
ん
た
」
は
自
殺
す
る
前
に
、
ゆ
み
子
に
別
人
の
顔
を
見

せ
、「
な
ん
か
元
気
が
な
く
な
っ
て
く
る
ん
や
」（
34
）
と
洩
ら
し
て
い
る
。

	

「
カ
ツ
ノ
リ
く
ん
」
に
関
し
て
は
、
自
殺
の
可
能
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
真
偽

は
不
明
で
あ
る
。

（
６
）　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
幻
の
光
」
の
ゆ
み
子
の
、
不
幸
と
幸
福
の
共
存
を
想
起

す
る
。
他
に
「
寝
台
車
」
で
は
充
実
感
と
空
虚
感
の
共
存
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ

ら
は
最
愛
の
夫
を
自
殺
で
失
っ
た
ゆ
み
子
ほ
ど
、
強
い
も
の
で
は
な
い
。

（
７
）　
酒
井
英
行
氏
は
、
車
中
の
老
人
は
「
駅
に
降
り
た
の
で
は
な
く
、
列
車
か
ら
飛

び
下
り
自
殺
を
図
っ
た
の
で
あ
る
」
と
推
察
し
て
い
る
。（
引
用
は
注
（
２
）
に
よ

る
。）
そ
う
い
う
読
み
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
断
定
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い

だ
ろ
う
。

九
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