
「
物
語
」
の
重
さ
、「
心
」
の
た
め
に

―
安
房
直
子
『
き
つ
ね
の
窓
』・
太
宰
治
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
を
例
に
し
て
―

田

中

実

TAN
AK
A
M
inoru

【
要
旨
】

本
稿
は
拙
稿
「〈
全
体
〉
の
構
築
」（『
日
本
文
学
』
第
６２
巻
第
８
号

二
〇
一
三
・

八

２－

１２
頁
）、
同
じ
く
拙
稿
「
続
〈
主
体
〉
の
構
築
―
魯
迅
の
『
故
郷
』
再
々

論
―
」（『
国
語
教
育
思
想
研
究

第
八
号
』
二
〇
一
四
・
五

広
島
大
学
教
養
学
部
難
波

博
孝
研
究
室

１９－

３０
頁
）
及
び
「
世
界
像
の
転
換
、〈
近
代
小
説
〉
を
読
む
た
め

に
―
続
々
〈
主
体
〉
の
構
築
―
」（『
日
本
文
学
』
第
６３
巻
第
８
号

二
〇
一
四
・
八

２－

１４
頁
）
の
さ
ら
に
続
稿
、
言
わ
ば
そ
の
実
践
編
で
あ
る
。
現
在
、
文
学
作

品
が
読
ま
れ
る
た
め
に
は
、
ポ
ス
ト
・
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
世
界
観
認
識
、〈
第

三
項
・
語
り
〉
論
が
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
き
つ
ね
の
窓
』
と
『
走

れ
メ
ロ
ス
』
の
双
方
は
、
共
に
「
物
語
」
を
語
る
〈
語
り
手
〉
自
身
が
己
の
語

る
物
語
の
重
さ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
、
そ
の
こ
と
に
自
意
識
を

持
て
ず
に
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学
研
究
で
も
文
学
教
育
で
も
こ
の
作
品
の
基

本
的
な
〈
語
り
手
〉
と
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
と
の
相
関
に
問
題
が
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
も
と
も
と
「
物
語
」
と
か
「
小
説
」
と
か
、
そ
の

根
源
的
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
物
語
と
は
因
果
関
係
を

取
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
「
因
」
と
「
果
」
と
の
相
関
の
必
然
性
、
す
な
わ
ち
メ

タ
プ
ロ
ッ
ト
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
ま
ま
語
り
手
は
語
り
終
わ
っ
て
い
る
。
そ

の
た
め
、「
心
」
を
見
失
っ
て
い
る
こ
と
を
浮
上
さ
せ
て
い
る
。
文
学
作
品
を

読
む
制
度
が
そ
れ
を
失
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
〈
他
者
〉
の
問
題
の

欠
落
に
外
な
ら
な
い
。
末
尾
に
は
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム

W
eight

of
“the

Story”,for
“the

H
eart”:

A
W
A
N
aoko’s

“the
W
indow

ofF
ox
”
and
D
A
Z
A
I
O
sam
u’s

“R
un,M

elos
”
as
E
xam
ples

都留文科大学研究紀要 第81 集（2015 年 3 月）
The Tsuru University Review , No.81（March, 2015）

（ 37 ）



の
ア
イ
ヒ
マ
ン
』（
大
久
保
和
郎
訳

新
装
版

一
九
九
四
・
二

み
す
ず
書
房
）
を
対

比
さ
せ
た
。

は
じ
め
に

二
〇
一
三
年
三
月
二
三
日
、「
こ
と
ば
と
教
育
の
会
」
主
催
、
中
村
龍
一
氏

の
司
会
に
よ
る
田
近
洵
一
氏
と
の
対
談
が
御
茶
ノ
水
中
央
大
学
記
念
館
で
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
対
談
は
二
度
の
校
閲
を
経
、「
文
学
の
〈
読
み
〉
の
理
論
と
教

育
―
そ
の
接
点
を
求
め
て
」
と
題
さ
れ
、
会
員
の
方
々
の
論
考
と
共
に
、『
文

学
の
教
材
研
究
―＜

読
み＞
の
お
も
し
ろ
さ
を
掘
り
起
こ
す
』（
二
〇
一
四
・
三

教
育
出
版
）
に
収
録
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
氏
と
の
対
談
は
、
近
代

文
学
研
究
と
文
学
教
育
研
究
の
相
互
乗
り
入
れ
の
な
か
、〈
読
み
〉
の
在
り
方

を
め
ぐ
っ
て
、
共
鳴
・
共
感
を
ベ
ー
ス
に
し
な
が
ら
も
、
危
い
一
線
を
孕
み
、

看
過
し
難
い
、
予
想
以
上
の
深
刻
な
対
立
を
露
呈
さ
せ
て
い
ま
す
。
今
回
、
本

稿
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
所
以
で
す
。

い
や
、
そ
の
前
に
、
二
一
世
紀
に
な
っ
て
十
五
年
の
今
日
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

の
運
動
が
終
焉
し
た
後
、
学
問
の
世
界
で
は
「
読
む
こ
と
」
の
準
拠
枠
を
喪
失

し
て
い
る
こ
と
の
自
意
識
を
欠
い
て
い
る
と
わ
た
く
し
は
断
言
せ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
か
ね
て
よ
り
世
界
像
に
関
し
て
根
底
的
な
と
こ
ろ
で
対
立
し

て
い
る
と
考
え
て
き
た
、
文
芸
批
評
の
加
藤
典
洋
氏
、
近
代
文
学
研
究
の
安
藤

宏
氏
、
そ
れ
に
対
談
の
お
相
手
国
語
教
育
の
田
近
洵
一
氏
の
お
三
方
を
取
り
上

げ
、
そ
の
対
立
と
相
違
を
論
じ
た
拙
稿
「
世
界
像
の
転
換
、〈
近
代
小
説
〉
を

読
む
た
め
に
―
続
々
〈
主
体
〉
の
構
築
―
」（
以
下
、
X
と
略
）
を
二
〇
一
四
年

『
日
本
文
学
』
八
月
号
に
発
表
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
各
分
野
に
お
い
て
主
体

と
客
体
の
相
関
の
二
元
論
の
世
界
像
の
転
換
が
要
請
さ
れ
る
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
さ
ら
に
今
後
、
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

本
稿
で
は
そ
の
手
前
の
問
題
と
し
て
、
拙
稿
X
で
具
体
的
に
触
れ
る
こ
と
の
出

来
な
か
っ
た
小
学
校
の
安
定
教
材
安
房
直
子
の
『
き
つ
ね
の
窓
』
の
〈
語
り
〉

を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
ま
で
の
「
国
語
教
科
書
」
の
〈
在
り
方
〉
に
強

い
「
異
議
申
し
立
て
」
を
行
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
単
に
一
企
業
の
出

版
物
の
問
題
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
に
関
わ
っ
て
、
中
学
の
安
定
教
材

『
走
れ
メ
ロ
ス
』
は
安
藤
宏
氏
に
わ
た
く
し
が
批
判
を
受
け
て
い
た
問
題
に

絞
っ
て
反
論
を
試
み
ま
し
た
が
、
こ
こ
に
も
「
国
語
教
科
書
問
題
」
に
関
わ
っ

て
、
今
日
の
近
代
文
学
研
究
の
思
考
の
制
度
を
問
題
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
い
つ
も
の
通
り
〈
第
三
項
〉
と
〈
語
り
〉、
そ
の
世
界
観

認
識
の
転
換
を
先
に
お
さ
ら
い
し
て
お
き
ま
す
。

※

※

例
え
ば
、
目
の
前
に
愛
用
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
が
あ
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
触

れ
ば
そ
こ
に
確
か
に
物
が
あ
り
、
叩
け
ば
音
も
す
る
、
毎
日
使
っ
て
も
い
る
。

そ
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
一
旦
、
日
用
品
か
ら
離
れ
、
認
識
の
対
象
と
す
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
瞬
間
、
こ
の
客
体
の
対
象
は
に
わ
か
に
主
体
の
捉
え
る
客
体
の

対
象
と
客
体
そ�

の�

も�

の�

と
に
二
分
化
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
ま
で
馴
染
ん
で
使
っ
て

い
た
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
が
一
旦
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
奇
怪
な
も
の
に
変
質
し

て
し
ま
う
の
で
す
。
客
体
と
し
て
厳
然
と
存
在
し
て
は
い
る
も
の
の
、
認
識
の

対
象
と
し
て
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
は
客
体
そ�

の�

も�

の�

と
し
て
は
永
遠
に
捉
え
ら

れ
な
い
、
未
来
永
劫
、
永
久
に
認
識
で
き
な
い
対
象
へ
と
変
転
し
ま
す
。
コ
ー

ヒ
ー
カ
ッ
プ
そ�

の�

も�

の�

は
眼
前
か
ら
永
遠
に
消
え
て
し
ま
う
の
で
す
。

主
体
の
捉
え
て
い
る
客
体
は
そ
の
主
体
の
捉
え
て
い
る
も
の
で
し
か
な
い
、
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と
言
っ
て
、
そ
れ
は
単
に
主
体
が
恣
意
的
に
勝
手
に
造
り
上
げ
た
客
体
と
い
う

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
を
湯
呑
茶
碗
に
見
間
違
え
た
り
は
誰

も
し
ま
せ
ん
。
客
体
そ�

の�

も�

の�

は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
の
「
影
と
形
」
と
い
う

意
味
で
の
〈
影
〉
と
呼
ん
で
い
る
、
そ
の
〈
影
〉
が
主
体
に
現
れ
て
い
て
、
こ

れ
を
私
た
ち
は
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
認
識
の
対
象
で
あ

る
、
眼
前
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
は
常
に
主
体
に
捉
え
ら
れ
た
客
体
で
あ
り
、

〈
わ
た
し
の
な
か
の
客
体
〉・〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
に
閉
じ
ら
れ
て
い
ま

す
。
永
劫
に
捉
え
ら
れ
な
い
客
体
そ�

の�

も�

の�

を
主
体
と
客
体
の
二
項
に
対
し
、

〈
第
三
項
〉
と
呼
び
ま
す
。〈
第
三
項
〉
は
分
か
ら
な
い
、
あ
る
い
は
認
め
な
い

と
い
う
言
葉
は
常
に
耳
に
す
る
の
で
す
が
、
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
コ
ー
ヒ
ー

カ
ッ
プ
に
限
ら
ず
、
世
界
を
認
識
の
対
象
と
し
た
時
、
世
界
は
我
々
の
前
に
世

界
そ�

の�

も�

の�

と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
主
体
に
捉
え
ら
れ
た
客
体
と
し
て

現
れ
る
、
自
身
の
捉
え
る
主
体
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
拘
束
を
造
り
出
す
と
い

う
こ
と
、
わ
た
く
し
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
世
界
は
主
体
と
客
体
と
客

体
そ�

の�

も�

の�

の
三
項
で
成
立
し
、
永
遠
に
捉
え
ら
れ
な
い
〈
第
三
項
〉
は
「
影

と
形
」
の
〈
影
〉
と
し
て
あ
る
、
あ�

る�

が
永
遠
に
捉
え
ら
れ
な
い
、
世
界
と
は

主
体
に
捉
え
ら
れ
た
客
体
で
し
か
な
く
、
客
体
そ�

の�

も�

の�

と
い
う
実
体
な
ど
存

在
し
な
い
、
主
体
と
客
体
は
互
い
に
相
手
に
依
拠
し
て
そ
の
双
方
が
同
時
に
現

象
す
る
、
こ
れ
が
わ
た
く
し
の
世
界
観
認
識
、
世
界
認
識
地
図
で
す
。

※

※

「
物
語
・
小
説
」
を
日
常
の
楽
し
み
と
し
て
読
む
に
留
ま
ら
ず
、
教
育
と
し

て
読
み
、
研
究
と
し
て
読
む
と
な
っ
た
時
、「
読
む
こ
と
」
と
は
、
こ
の
世
界

認
識
地
図
の
上
で
読
み
ま
す
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
語
ら
れ
て
い
る
出
来
事
は

そ
の
語
っ
て
い
る
主
体
に
と
っ
て
「
真
実
」
で
あ
っ
て
も
、〈
聴
き
手
〉、〈
読

み
手
〉
に
と
っ
て
、
そ
の
出
来
事
は
し
ば
し
ば
〈
虚
偽
・
背
理
〉
に
化
し
ま
す
。

主
体
そ
れ
自
身
は
客
体
そ�

の�

も�

の�

を
持
た
な
い
た
め
に
、「
底
抜
け
」
の
空

中
楼
閣
に
陥
る
、
こ
れ
が
拙
稿
X
の
基
底
で
す1

。

「
読
む
こ
と
」
と
い
う
力
学
、
そ
の
主
体
と
客
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
は
、
認

識
の
陥
穽
が
構
造
的
に
待
ち
受
け
て
い
ま
す
。
Ｘ
に
掲
げ
た
プ
ロ
ロ
ー
グ
、

「
知
覚
空
白
の
言
語
運
動
の
秘
技
」
は
、
知
覚
し
て
い
る
が
意
識
上
で
は
空
白

と
な
る
言
語
機
能
を
そ
う
言
い
ま
し
た
。

こ
れ
は
も
う
一
度
、
こ
こ
で
も
説
明
し
た
ほ
う
が
よ
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
も
聞
き
逃
さ
れ
、「
世
界
像
の
転
換
」
に
は
向
か
わ
な
い
か
と
懸
念

さ
れ
る
か
ら
で
す
。

言
語
が
言
語
と
し
て
機
能
す
る
と
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
し
て
い
る
言
語

シ
ニ
フ
ィ
エ

シ

ニ
フ
ィ
ア
ン

の
概
念
と
聴
覚
映
像
と
が
一
旦
、
分
離
し
再
度
結
合
す
る
こ
と
に
外
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
意
識
上
空
白
に
な
っ
て
い
る
、「
知
覚
の
意
識
上
で
の
空
白
」、「
知

覚
空
白
の
言
語
運
動
の
秘
技
」
が
人
類
に
世
界
を
常
に
事
後
的
に
捉
え
さ
せ
る

の
で
す
。
日
常
的
に
は
こ
れ
は
意
識
さ
れ
ま
せ
ん
。
世
界
像
を
転
換
し
、〈
主

体
〉
の
構
築
を
な
す
に
は
、
こ
の
〈
認
識
行
為
の
か
ら
く
り
〉
に
注
目
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
後
も
、
文
学
研
究
者
の
多
く
は
、
言
語
が
言
語

の
ま
ま
伝
達
さ
れ
、
認
識
さ
れ
る
と
思
い
込
み
、
受
信
者
と
伝
達
者
と
の
間
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
図
を
描
い
て
い
ま
す
。
ロ
ー
マ
ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ

ン
の
『
一
般
言
語
学
』
第
四
部
の
『
言
語
学
と
詩
学
』（
川
本
茂
雄
監
修

み
す
ず

書
房

一
九
七
三
・
三
）
は
広
範
な
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
す
が
、
言
語
が
言
語

シ
ニ
ィ
フ
ィ
ェ

シ

ニ
フ
ィ
ア
ン

と
し
て
機
能
す
る
に
は
常
に
概
念
と
聴
覚
映
像
の
こ
の
結
合
と
分
離
と
が
そ
の

シ

ニ
フ
ィ
ア
ン

都
度
、
言
語
誕
生
の
原
初
の
ま
ま
働
い
て
言
語
た
り
得
る
た
め
、
聴
覚
映
像
は

「物語」の重さ、「心」のために
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シ
ニ
フ
ィ
エ

言
語
の
一
端
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
概
念
は
主
体
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
変
容
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
受
け
取
ら
れ
、
発
信
さ
れ
ま

す
。
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
有
名
な
図
式
、
言
語
が
あ
た
か
も
や
り
取
り
さ
れ
て
い
る

錯
覚
を
誘
い
ま
す
が
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
ま
す
。

も
う
少
し
「
読
む
こ
と
」
に
関
し
て
繰
り
返
し
て
お
き
ま
す
。

人
は
紙
面
の
印
刷
さ
れ
た
文
字
の
羅
列
の
カ
タ
チ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
視
覚
映

像
を
継
起
的
に
捉
え
、
脳
で
シ
ニ
フ
ィ
エ
・
概
念
を
意
味
づ
け
ま
す
。
そ
れ
が

「
読
む
」
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

文
字
を
見
た
瞬
間
と
は
こ
の
分
離
の
瞬
間
の
こ
と
、
そ
の
瞬
間
、
概
念
の
剥

離
さ
れ
た
痕
跡
が
紙
の
上
に
残
っ
て
い
ま
す
。
紙
に
残
る
の
は
、
文
字
・
言
語

で
は
な
く
、
概
念
の
剥
奪
さ
れ
た
イ
ン
ク
の
跡
だ
け
、
こ
の
イ
ン
ク
の
跡
は
宇

宙
の
散
乱
と
同
じ
、
カ
オ
ス
に
糾
合
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
が
読
書
行
為
に
お
け
る

「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」、
真
正
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
の
正
体
で
す
。
読
書
行
為
に

お
い
て
、
誰
が
読
ん
で
も
同
じ
に
読
め
る
、
客
観
的
な
客
体
、
実
体
が
あ
る
の

ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
物
語
論
の
権
威
、
パ
ト
リ
ッ
ク
・
オ
ニ
ー
ル
の
説
く
「
配

列
性
に
依
存
す
る
事
象
連
鎖
だ
け
」
な
ど
で
も
な
い
の
で
す2

。

誰
も
客
体
の
文
章
の
文
字
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
文
字

の
形
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
媒
体
に
そ
の
意
味
で
あ
る
シ
ニ
フ
ィ
エ
を
受
け

取
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
Ｘ
で
述
べ
た
「
知
覚
空
白
の
言
語
運
動
の
秘
技
」

を
通
し
て
客
体
の
文
章
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
こ
は
「
読
む
こ
と
」

の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
と
と
も
に
あ
っ
て
、
自
身
の
世
界
に
閉
ざ
さ
れ
、「
還
元
不

可
能
な
複
数
性
」
に
あ
る
の
で
す3

。

※

※

哲
学
者
大
森
荘
蔵
の
唱
え
る
「
真
実
の
百
面
相
」（『
流
れ
と
よ
ど
み
―
哲
学
断

章
―
』
一
九
八
一
・
五

産
業
図
書
）
は
、
意
識
・
無
意
識
で
成
り
立
っ
て
い
る
「
生

活
上
の
分
類
」
の
ほ
か
に
こ
れ
と
峻
別
さ
れ
る
「
世
界
観
上
の
真
偽
の
分

類
」、
意
識
の
領
域
を
超
え
た
知
覚
世
界
を
抱
え
込
ん
だ
世
界
を
要
す
る
と
言

い
ま
す
。

人
は
生
き
る
た
め
に
様
々
な
努
力
、
工
夫
を
し
ま
す
。
そ
し
て
文
明
・
文
化

の
歴
史
を
生
き
て
い
ま
す
。
人
は
こ
の
文
明
・
文
化
の
な
か
の
共
同
体
で
生
き

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
生
か
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ

が
我
々
の
生
活
・
暮
し
で
す
。
暮
し
は
物
、
物
質
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
光
が
あ
り
、
水
が
あ
り
、
空
気
が
あ
り
、
食
べ
物
が
あ
り
、

生
命
は
こ
れ
ら
の
物
、
物
質
に
支
え
ら
れ
生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
我
々
は
生
き

る
た
め
に
こ
れ
ら
の
物
を
通
し
て
、
様
々
な
工
夫
を
し
、
文
明
を
形
成
す
る
こ

と
で
人
類
と
し
て
生
き
延
び
て
き
ま
し
た
が
、
そ
の
我
々
の
生
活
・
暮
し
、
文

化
で
は
、「
秘
技
」
は
認
識
の
範
疇
に
入
っ
て
き
ま
せ
ん
。
当
然
で
す
が
、
世

界
観
認
識
は
自
覚
的
意
識
的
に
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
で
す
。

我
々
が
世
界
を
捉
え
、
認
識
す
る
に
は
、
五
感
（
視
・
聴
・
触
・
味
・
嗅
）

で
捉
え
る
境
界
領
域
の
底
を
突
き
破
る
、
超
越
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
五
感

そ
の
ま
ま
で
は
捉
え
ら
れ
ず
、
こ
の
「
秘
技
」
に
当
た
る
認
識
の
か
ら
く
り
を

解
く
手
立
て
が
必
要
で
、
そ
の
手
立
て
で
確
か
め
た
結
果
を
使
っ
て
、
さ
ら
に

対
象
に
取
り
組
み
ま
す
。
五
感
で
捉
え
る
対
象
領
域
を
内
側
か
ら
く
っ
き
り
と

囲
い
込
む
、
も
し
く
は
内
破
し
続
け
、
ア
ナ
ー
キ
ー
と
向
き
合
う
、
こ
れ
が
認

識
行
為
で
す
。〈
自
己
倒
壊
〉
を
必
須
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
大
森
の
言
う

「
生
活
上
の
分
類
」
と
峻
別
さ
れ
た
「
世
界
観
上
の
真
偽
の
分
類
」
と
対
峙
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
生
活
上
の
分
類
」
と
い
う
括
り
は
「
現
実
」
が
一
種
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の
上
げ
底
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
せ
る
の
で
す
。
我
々
が
了
解
し
て
い

る
「
現
実
」
の
世
界
は
全
て
〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

こ
に
は
了
解
不
能
の
《
他
者
》
が
隠
れ
て
も
い
た
の
で
す
。
生
活
を
支
え
て
く

れ
る
客
体
の
対
象
世
界
、
我
々
が
「
現
実
」
と
か
「
社
会
」
と
か
「
文
明
」
と

か
呼
ん
で
き
た
も
の
は
、
実
は
全
て
主
体
に
依
存
し
た
客
体
、
主
客
は
同
時
に

依
存
し
合
っ
て
成
立
し
た
現
象
、
世
界
は
客
観
的
実
体
、
所
謂
本
当
の
客
体
で

支
え
ら
れ
て
い
る
実
体
で
な
く
、
言
語
で
構
成
さ
れ
た
実
体
性
（
客
体
そ�

の�

も�

の�

の
〈
影
〉
、
力
学
の
中
の
働
き
、
こ
れ
が
生
命
）
で
支
え
ら
れ
て
い
た
た
め
、

主
体
自
体
が
「
底
抜
け
」
に
な
っ
て
構
造
化
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

主
体
は
客
体
に
依
存
し
、
客
体
は
主
体
に
依
存
す
る
な
ら
ば
、
主
客
は
空
中

楼
閣
と
な
り
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
り
ま
す
。
X

で
述
べ
た
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
・
コ
ン
パ
ニ
ョ
ン
の
日
本
講
演
「
文
学
は
割
に
合

う
」（『
群
像
』
二
〇
一
二
・
九
）
の
説
く
「
物
語
療
法
」
は
こ
の
地
平
で
初
め
て

可
能
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
、
読
者
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
を
経
た
後
、
時

代
の
病
と
も
言
え
る
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
用
語
で
言
え
ば
、「
容
認
可
能
な
複

数
性
」
と
「
還
元
可
能
な
複
数
性
」
の
癒
着
、
両
者
の
昏
迷
を
斥
け
、
真
正
の

「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」、「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」、
そ
の
永
劫
の
了
解
不

能
の
《
他
者
》
と
向
き
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
始
ま
り
ま
せ
ん
。
語
る
こ
と
そ
れ

自
体
が
背
理
、
我
々
の
主
体
が
主
体
で
あ
る
た
め
に
は
主
体
は
一
旦
真
正
ア

ナ
ー
キ
ズ
ム
、
真
正
の
虚
無
の
廃
墟
に
遭
遇
し
、
解
体
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
新
た

に
構
築
さ
れ
な
け
れ
ば
主
体
た
り
得
な
い
の
で
す
。
客
体
の
対
象
が
客
体
そ�

の�

も�

の�

で
は
な
く
、
主
体
の
捉
え
た
客
体
の
対
象
で
し
か
現
れ
ず
、
未
来
永
劫
、

永
遠
に
閉
ざ
さ
れ
、
客
体
そ�

の�

も�

の�

の
〈
影
〉
を
捉
え
て
い
る
の
で
す
か
ら
、

〈
第
三
項
〉
論
は
外
す
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
「
世
界
像
の
転
換
」
を

拓
き
、〈
読
み
〉
の
原
理
論
、
グ
ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
の
領
域
で
露
わ
に
な
り
ま

す
。本

稿
は
、
拙
稿
「
続
〈
主
体
〉
の
構
築
―
魯
迅
の
『
故
郷
』
再
々
論
―
」
（
『
国

語
教
育
思
想
研
究

第
八
号
』
二
〇
一
四
・
五

広
島
大
学
教
養
学
部
難
波
博
孝
研
究
室

１９－

３０
頁
）
と
と
も
に
、
関
係
各
位
へ
の
わ
た
く
し
の
「
異
議
申
し
立
て
」
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
お
き
ま
す
。

Ⅰ

国
語
教
科
書
と
い
う
制
度
―
『
き
つ
ね
の
窓
』
を
例
に
―

�1

作
品
の
梗
概
と
田
近
氏
と
の
〈
読
み
〉
の
対
立

『
き
つ
ね
の
窓
』
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
お
話
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
で
す
。

山
小
屋
に
住
む
「
ぼ
く
」
は
い
つ
も
の
道
を
昔
大
好
き
だ
っ
た
女
の
子
の
こ

と
を
ぼ
ん
や
り
考
え
な
が
ら
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
と
、
美
し
い
桔
梗
の
花
畑
に

迷
い
こ
み
、
そ
こ
に
白
い
子
ぎ
つ
ね
が
走
っ
て
い
る
姿
を
見
か
け
ま
す
。「
ぼ

く
」
は
親
ぎ
つ
ね
の
方
を
仕
留
め
よ
う
と
追
い
か
け
、
思
い
が
け
ず
、
染
物
屋

が
あ
っ
て
、
小
僧
が
現
れ
ま
す
。
小
僧
は
自
分
の
指
を
染
め
、
そ
の
染
め
た
指

で
「
窓
」
を
作
り
、
殺
さ
れ
た
自
分
の
母
ぎ
つ
ね
を
「
ぼ
く
」
に
見
せ
た
の
で

す
。「
ぼ
く
」
も
、
先
の
女
の
子
や
母
や
妹
を
亡
く
し
て
い
た
も
の
で
す
か
ら
、

指
を
染
め
て
も
ら
い
、
代
金
の
代
わ
り
に
小
僧
、
実
は
子
ぎ
つ
ね
で
す
が
、
そ

の
子
ぎ
つ
ね
の
要
求
す
る
大
切
な
鉄
砲
を
渡
し
ま
す
。
し
か
も
、
小
僧
は
そ
の

代
わ
り
に
か
「
な
め
こ
」
を
く
れ
る
の
で
す
。

「
窓
」
に
は
た
し
か
に
懐
か
し
い
あ
の
女
の
子
が
見
え
、「
ぼ
く
」
の
子
ど

も
の
頃
に
焼
け
た
家
か
ら
母
と
妹
の
声
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
す
。
し
か
し
、

山
小
屋
に
戻
り
、
つ
い
手
を
洗
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
も
う
そ
の
人
た
ち
に
は

「物語」の重さ、「心」のために
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会
え
ず
、
あ
の
桔
梗
畑
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。「
ぼ
く
」
は
今
で
は
「
指
で

窓
を
つ
く
っ
て
み
せ
」、「
変
な
く
せ
が
あ
る
ん
だ
な
と
、
よ
く
人
に
笑
わ
れ
」

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

対
談
の
際
、
わ
た
く
し
は
こ
の
作
品
を
「
母
恋
」
の
物
語
の
一
つ
と
捉
え
、

「
母
恋
で
言
え
ば
、
坪
田
譲
治
の
『
き
つ
ね
と
ぶ
ど
う
』
と
か
、
浜
田
廣
介
の

『
よ
ぶ
こ
ど
り
』
と
か
、
娘
に
読
ん
で
聞
か
せ
て
い
る
と
、
そ
の
奥
の
深
さ
、

生
き
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
哀
し
さ
に
ジ
ー
ン
と
涙
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は

傑
作
だ
と
思
い
ま
す
。」
と
語
り
、「『
き
つ
ね
の
窓
』
は
『
ご
ん
ぎ
つ
ね
』
に

比
べ
る
と
決
定
的
に
評
価
で
き
ま
せ
ん
。」
と
発
言
、「
凡
庸
」
と
評
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
田
近
氏
は
、「
こ
の
物
語
は
、
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
が
指
で

作
っ
た
窓
を
通
し
て
、
昔
の
大
切
な
人
と
会
え
た
け
れ
ど
、
う
っ
か
り
手
を

洗
っ
た
た
め
に
、
そ
の
大
事
な
窓
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
話
で
す
。
そ
れ
だ
け

だ
っ
た
ら
、
昔
か
ら
の
物
語
の
パ
タ
ー
ン
の
中
の
作
品
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が

語
り
手
は
、
さ
ら
に
、
過
去
へ
の
郷
愁
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
を
「
変

な
く
せ
」
の
上
に
突
き
放
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
す
。『
き
つ
ね
の
窓
』
は
ロ

マ
ン
を
破
る
近
代
の
児
童
文
学
」
だ
と
反
論
さ
れ
、
そ
の
評
価
は
真
逆
、
先

走
っ
て
言
え
ば
、
対
立
は
単
な
る
個
人
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
相
違
の
問
題
で
は

な
く
、「
物
語
と
は
何
か
」、「
物
語
を
読
む
と
は
何
か
」、
そ
の
捉
え
方
の
根
源

的
な
問
題
を
孕
ん
で
い
ま
す
。

わ
た
く
し
が
こ
の
作
品
を
教
材
と
し
て
失
格
と
烙
印
を
押
す
の
は
、
物
語
の

因
果
の
捉
え
方
自
体
に
欠
陥
が
あ
り
、
物
語
を
充
足
さ
せ
て
い
な
い
と
捉
え
る

か
ら
で
す
。

そ
の
理
由
を
わ
た
く
し
は
こ
う
述
べ
ま
し
た
。

「
「
ぼ
く
」
に
は
「
女
の
子
」
や
失
っ
た
家
族
が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
だ
っ

た
は
ず
で
す
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
れ
を
語
る
際
、
子
ぎ
つ
ね
の
母
親
を
殺
し

な
り
わ
い

た
自
身
の
生
業
に
思
い
が
い
た
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。（
中
略
）

子
ぎ
つ
ね
が
「
ぼ
く
」
の
鉄
砲
を
も
ら
う
か
わ
り
に
「
な
め
こ
」
を
あ
げ
た
意

味
の
大
き
さ
が
物
語
の
一
つ
の
山
場
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
「
ぼ
く
」
の
み

な
ら
ず
、〈
語
り
手
〉
が
放
置
し
て
何
を
語
り
た
い
の
か
、〈
語
り
手
〉
は
み
ご

と
な
ほ
ど
、
他
者
性
を
欠
落
さ
せ
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
、
感
傷
に
溺
れ
て

語
っ
て
い
る
と
僕
な
ら
読
み
ま
す
。
生
き
る
こ
と
の
重
さ
、
殺
す
こ
と
の
意

味
。
こ
の
こ
と
を
引
き
受
け
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
児
童
文
学
の
基
本
と
考
え
ま

す
。」。

こ
の
発
言
に
対
し
て
田
近
氏
は
、
ま
ず
「
三
重
の
喪
失
」
を
指
摘
さ
れ
ま
し

た
。
恐
ら
く
そ
の
意
味
は
こ
の
お
話
が
愛
す
る
人
を
失
い
、
そ
の
愛
す
る
人
に

出
会
わ
せ
る
「
き
つ
ね
の
窓
」
を
失
い
、「
変
な
く
せ
」
で
、
こ
れ
ま
で
の
自

分
自
身
を
も
失
う
、
こ
の
三
点
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は

お
話
の
な
か
の
出
来
事
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
反
対
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ

が
さ
ら
に
、「
私
は
、
こ
の
作
品
は
感
傷
に
流
れ
よ
う
と
す
る
読
者
を
拒
絶

し
、
読
者
に
孤
独
に
生
き
る
「
ぼ
く
」
を
他
者
と
し
て
突
き
つ
け
て
く
る
作
品

だ
」
と
捉
え
、「
語
り
手
を
し
て
、
き
つ
ね
の
窓
の
物
語
の
中
に
、
母
親
を
殺

さ
れ
た
子
ぎ
つ
ね
を
語
ら
せ
て
い
る
」「「
虚
構
の
作
者
」
を
読
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
応
答
さ
れ
ま
す
。

ほ
う
、
と
た
め
息
の
出
る
思
い
を
し
ま
し
た
。

田
近
氏
の
そ
の
〈
読
み
〉
に
は
物
語
の
因
果
の
捉
え
方
に
、
物
語
の
最
も
肝

心
な
こ
と
―
母
親
を
殺
さ
れ
た
も
の
の
痛
み
を
感
じ
取
る
「
心
」、
す
な
わ
ち

〈
他
者
〉
の
問
題
―
が
欠
落
し
て
い
る
と
わ
た
く
し
に
は
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で

す
。子

ぎ
つ
ね
の
母
が
「
ぼ
く
」
に
殺
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
〈
語
り
手
〉

都留文科大学研究紀要 第81 集（2015 年 3 月）

（ 42 ）



の
「
ぼ
く
」
は
直
接
何
も
触
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
田
近
氏
は
そ
れ
を
「
虚
構
の

作
者
」
の
レ
ベ
ル
で
読
み
取
り
、
そ
こ
に
「
他
者
性
」
が
表
れ
、
そ
れ
と
三
重

の
喪
失
と
が
ク
ロ
ス
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
と
わ
た
く

し
は
捉
え
ま
す
。
そ
の
通
り
、〈
他
者
〉
に
関
す
る
こ
と
は
看
過
出
来
ま
せ
ん
。

ま
ず
、「
虚
構
の
作
者
」
と
は
、
私
の
定
義
で
は
〈
語
り
〉
を
統
括
す
る
主

体
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
不
思
議
な
出
来
事
を
語
っ
て
い
る
〈
語
り

手
〉
の
〈
ぼ
く
〉
を
超
え
て
さ
ら
に
そ
れ
を
語
る
主
体
を
捉
え
よ
う
と
し
て

も
、「
虚
構
の
作
者
」
の
存
在
は
作
品
内
に
は
浮
上
し
ま
せ
ん
。
か
ろ
う
じ
て

境
界
線
上
に
あ
る
、
タ
イ
ト
ル
と
署
名
者
の
レ
ベ
ル
の
み
で
す
。
こ
の
作
品
は

「
ぼ
く
」
が
子
ぎ
つ
ね
の
〈
仕
掛
け
〉、
通
常
で
言
え
ば
、
罠
に
掛
け
ら
れ
た

後
、
か
な
り
時
間
を
経
て
、〈
語
り
手
〉
と
な
っ
た
〈
ぼ
く
〉
が
こ
の
お
話
を

語
り
始
め
、
末
尾
を
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
と
き
ど
き
、
ぼ
く
は
、
指
で
窓
を
作
っ
て
み
る
の
で
す
。

ひ
ょ
っ
と
し
て
何
か
見
え
や
し
な
い
か
と
思
っ
て
。
君
は
変
な
癖
が
あ
る

ん
だ
な
と
、
よ
く
人
に
笑
わ
れ
ま
す
。

〈
読
み
〉
の
対
立
の
明
白
な
岐
路
は
こ
の
箇
所
に
端
的
に
現
れ
ま
す
。
田
近

氏
の
言
う
「
虚
構
の
作
者
」
は
子
ぎ
つ
ね
の
母
親
が
鉄
砲
で
殺
さ
れ
、
そ
れ
を

悲
し
ん
で
、
殺
し
た
で
あ
ろ
う
「
ぼ
く
」
の
前
に
現
れ
、「
窓
」
を
造
り
、
与

え
、「
鉄
砲
」
を
受
け
取
り
、「
な
め
こ
」
を
あ
げ
て
い
る
意
味
を
ど
う
回
収
す

る
か
、「
ぼ
く
」
は
自
身
の
「
窓
」
を
失
っ
た
こ
と
は
身
体
の
変
容
を
齎
す
ほ

ど
、
受
け
止
め
、
受
け
入
れ
て
い
ま
す
が
、
母
ぎ
つ
ね
を
殺
し
て
孤
児
に
さ
せ

た
こ
と
は
何
も
意
識
し
て
い
る
様
子
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ぼ
く
」
を
語
る
〈
ぼ

く
〉
に
対
し
て
、
そ
の
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
語
る
「
虚
構
の
作
者
」
を
位
置
付
け

る
な
ら
、
こ
の
〈
ぼ
く
〉
が
強
く
批
評
の
対
象
に
な
る
は
ず
で
す
。

�2

教
育
出
版
の
『
ひ
ろ
が
る
こ
と
ば

小
学
国
語
６
下
』
へ
の
疑
問

こ
の
教
科
書
の
「
学
習
の
て
び
き
」
に
は
四
つ
の
設
問
と
は
別
に
、
次
の
「
こ

こ
が
大
事
」
と
い
う
囲
み
を
作
成
し
て
い
ま
す
。

『
き
つ
ね
の
窓
』
で
は
、「
ぼ
く
」
は
、
歩
き
慣
れ
た
山
道
を
歩
い
て

い
る
う
ち
に
、
空
も
地
面
も
青
い
、
不
思
議
な
空
間
に
迷
い
こ
み
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
子
ぎ
つ
ね
に
指
を
青
く
染
め
て
も
ら
う
と
、

そ
の
指
の
中
に
は
、
今
で
は
も
う
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
人
が
現
れ
ま

す
。
／
し
か
し
、
家
に
帰
り
着
い
て
手
を
洗
っ
て
し
ま
う
と
、
も
う
い
く

ら
指
で
窓
を
作
っ
て
も
、
会
い
た
い
と
思
う
人
は
出
て
く
る
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
。
／
こ
の
よ
う
に
、
不
思
議
な
世
界
の
場
面
と
、
普
通
の
生
活
の

場
面
と
が
え
が
か
れ
て
い
る
物
語
は
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

／
ほ
か
に
ど
の
よ
う
な
作
品
が
あ
る
か
探
し
て
、
読
ん
で
み
ま
し
よ
う
。

「
こ
こ
が
大
事
」
と
は
子
ぎ
つ
ね
が
小
僧
と
な
っ
て
現
れ
る
「
不
思
議
な
世

界
の
場
面
」
と
日
常
の
「
普
通
の
生
活
の
場
面
」
の
二
つ
の
場
面
の
対
比
を

言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
作
品
か
ら
こ
の
二
つ
の
場
面
を
並
列
し
て
対
比
さ

せ
、「
こ
こ
が
大
事
」
と
指
摘
す
る
と
、
逆
に
肝
心
な
こ
と
を
看
過
し
て
し
ま

い
ま
す
。「
大
事
」
な
の
は
そ
の
対
比
の
後
、
さ
ら
に
「
不
思
議
な
世
界
の
場

面
」
に
登
場
す
る
子
ぎ
つ
ね
と
「
ぼ
く
」
と
の
対
比
、「
き
つ
ね
の
窓
」
を
介

在
し
て
殺
さ
れ
た
側
と
殺
し
た
側
、
生
活
の
手
段
で
あ
る
鉄
砲
を
渡
す
者
と
、

こ
れ
を
譲
り
受
け
な
め
こ
を
代
わ
り
に
渡
す
者
と
の
相
関
関
係
を
対
比
す
る
こ

と
が
物
語
の
因
果
の
根
幹
で
し
ょ
う
。
そ
こ
に
生
き
る
も
の
の
生
の
条
件
が
あ

「物語」の重さ、「心」のために
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る
か
ら
で
す
。
こ
れ
を
あ
ろ
う
こ
と
か
、
こ
の
教
科
書
は
よ
り
「
大
事
」
な
物

語
の
時
間
の
方
は
囲
み
や
「
学
習
の
手
引
き
」
の
設
問
か
ら
落
と
し
、
物
語
の

上
澄
み
、
大
切
な
人
を
失
っ
た
自
分
だ
け
の
哀
し
み
の
記
憶
に
閉
じ
込
め
て
い

ま
す
。

何
故
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
、
そ
れ
は
「
普
通
の
生
活
の
場
面
」
に
は

二
重
の
時
間
が
流
れ
、
そ
の
構
造
を
読
む
と
い
う
初
歩
的
で
基
本
的
な
〈
読
み

方
〉
が
こ
の
教
科
書
製
作
者
に
は
欠
落
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
物
語

の
因
果
の
根
幹
に
あ
る
哀
し
み
の
深
さ
に
降
り
て
い
け
ば
、〈
他
者
〉
の
問
題

に
出
会
う
は
ず
な
の
に
、
こ
れ
が
問
題
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

こ
の
作
品
の
お
話
・
ス
ト
ー
リ
ー
は
「
普
通
の
生
活
の
場
面
」
か
ら
始
ま

り
、
そ
の
空
間
に
も
う
一
度
、
戻
り
ま
す
が
、
冒
頭
は
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て

い
ま
す
。い

つ
で
し
た
か
、
山
で
道
に
迷
っ
た
時
の
話
で
す
。
ぼ
く
は
、
山
小
屋

に
も
ど
る
と
こ
ろ
で
し
た
。（
40
頁
）

こ
の
話
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、「
い
つ
で
し
た
か
」
と
い
う
〈
ぼ
く
〉
の

過
去
の
回
想
、
ど
う
い
う
事
情
が
あ
る
の
か
、
今
、
こ
の
話
を
リ
ス
ナ
ー
に
向

か
っ
て
語
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
こ
の
作
品
の
空
間
、
語
ら
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」

の
出
来
事
と
語
っ
て
い
る
〈
ぼ
く
〉
の
そ
れ
と
の
二
重
の
時
空
間
が
表
出
し
、

こ
れ
に
注
目
す
る
こ
と
が
「
物
語
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
読
む
基
本
、
と
こ
ろ

が
、
こ
の
教
科
書
『
ひ
ろ
が
る
こ
と
ば
小
学
国
語
6
下
』
の
「
学
習
の
手
引
き

�4
」
の
次
の
記
述
は
明
ら
か
な
誤
謬
で
す
。

こ
の
作
品
は
、
語
り
手
と
「
ぼ
く
」
が
重
な
っ
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
ぼ
く
」
の
心
情
の
変
化
に
気
を
つ
け
な
が
ら
、
好
き
な
場
面
を
朗
読
し

合
い
ま
し
ょ
う
。（
56
頁
）

語
っ
て
い
る
〈
ぼ
く
〉
と
語
ら
れ
て
い
る
「
ぼ
く
」
の
位
相
は
別
、
ず�

れ�

て

い
ま
す
。「
学
習
の
手
引
き
�4
」
は
国
語
教
科
書
に
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
言
説
、

こ
う
取
り
違
え
る
か
ら
、「
学
習
の
手
引
き
�2
」、「
子
ぎ
つ
ね
に
対
す
る
「
ぼ

く
」
の
心
情
の
変
化
を
ま
と
め
、
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。」
も
、『
教
師
用
指
導

書
』（
教
育
出
版
、
出
版
年
月
日
ナ
シ
）
の
解
答
例
は
、「
ぼ
く
」
が
子
ぎ
つ
ね

に
鉄
砲
を
渡
す
と
こ
ろ
ま
で
を
「
ぼ
く
」
の
「
心
情
の
変
化
」
と
す
る
過
ち
を

犯
し
て
い
ま
す
。
肝
心
な
の
は
む
し
ろ
そ
の
後
、「
ぼ
く
」
が
鉄
砲
を
渡
し
た

後
、
お
土
産
に
「
な
め
こ
」
を
貰
っ
た
と
き
の
「
心
情
」、
ま
た
そ
の
後
、
指

を
洗
っ
て
「
窓
」
を
作
れ
な
か
っ
た
時
の
思
い
、
さ
ら
に
そ
の
後
、「
変
な
く

せ
」
の
付
い
た
現
在
ま
で
、
そ
の
「
心
情
」
が
問
わ
れ
る
は
ず
で
す
。
こ
れ
ら

を
教
科
書
著
作
者
が
問
題
に
し
て
い
な
い
か
ら
こ
う
し
た
「
手
引
き
」
を
造
り

採
択
し
続
け
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
問
題
を
看
過
す
る
の
は
こ

の
教
育
出
版
と
い
う
一
企
業
の
特
殊
性
で
は
無
論
な
く
、
国
語
教
育
の
学
界
の

雰
囲
気
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
言
え
る
こ
と
で
す
。

最
後
に
も
う
一
つ
、「
学
習
の
手
引
き
�3
」、
設
問
は
こ
う
で
す
。

子
ぎ
つ
ね
や
「
ぼ
く
」
が
指
で
作
っ
た
窓
に
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が

映
っ
た
で
し
ょ
う
。
映
っ
た
も
の
を
書
き
出
し
、
な
ぜ
、
そ
れ
ら
の
も
の

が
映
っ
た
の
か
を
考
え
て
話
し
合
い
ま
し
ょ
う
。（
56
頁
）

注
目
し
た
い
の
は
「
な
ぜ
」
と
疑
問
を
発
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
対
し

て
、『
教
師
用
指
導
書
』
の
解
答
例
は
、
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そ
れ
は
今
は
も
う
決
し
て
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
大
切
な
も
の
た
ち

で
あ
る
。
そ
の
大
切
な
も
の
た
ち
に
い
っ
と
き
だ
け
で
も
会
う
こ
と
の
で

き
る
不
思
議
な
し
か
け
が
、
こ
の
「
窓
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
て
い

る
子
ぎ
つ
ね
と
ぼ
く
は
、
互
い
に
独
り
ぽ
っ
ち
の
身
で
あ
り
、
そ
う
し
た

現
実
は
、
納
得
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
同
様
で
あ
る
。
そ
の
一
体

感
が
、
ぼ
く
の
気
持
ち
を
子
ぎ
つ
ね
に
近
づ
け
、
変
わ
っ
て
い
く
き
っ
か

け
を
作
っ
た
と
い
え
よ
う
。
児
童
た
ち
の
言
葉
で
、
こ
の
物
語
の
核
心
に

迫
ら
せ
た
い
。

こ
の
指
導
書
の
執
筆
者
（
匿
名4

）
は
母
を
殺
さ
れ
た
子
ぎ
つ
ね
が
殺
し
た
相

手
に
渡
す
「
窓
」
の
意
味
が
分
か
っ
て
い
な
い
た
め
に
、「
子
ぎ
つ
ね
」
と
「
ぼ

く
」
の
「
一
体
感
」
を
こ
の
「
物
語
の
核
心
」
と
読
ん
で
、
文
字
通
り
そ
の
「
核

心
」
を
外
し
て
い
ま
す
。
同
様
に
旧
来
の
、
物
語
の
出
来
事
を
読
ん
で
語
っ
て

い
る
主
体
を
捉
え
な
い
〈
読
み
方
〉
を
し
て
き
た
関
口
安
義
著
『
国
語
教
育
と

読
者
論
』（
一
九
八
六
・
二

明
治
図
書
）
の
「
教
材
「
き
つ
ね
の
窓
」」
を
紹
介

し
て
お
き
ま
す
。

関
口
氏
は
、「
主
題
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
は
、
さ
し
て
問
題
で
な
い
。」
と

「
読
む
こ
と
」
自
体
を
放
棄
し
、「
そ
れ
を
無
理
に
き
つ
ね
と
人
間
と
の
悲
し
い

断
絶
の
物
語
だ
の
、
孤
独
な
者
同
士
の
な
ぐ
さ
め
合
い
な
ど
と
道
徳
的
な
解
釈

を
施
し
て
は
、
つ
ま
ら
な
い
教
材
に
な
っ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
肝
要
な
の
は
、

青
の
イ
メ
ー
ジ
の
世
界
を
十
分
味
わ
い
、
テ
ク
ス
ト
を
学
習
者
の
想
像
力
に

よ
っ
て
加
工
し
、
充
填
し
て
い
く
作
業
で
あ
る
」
と
説
き
、
懐
か
し
い
映
像
が

「
孤
独
な
魂
を
な
ぐ
さ
め
る
も
の
で
あ
り
、
二
人
の
心
は
結
び
つ
く
」
と
ほ
ぼ

現
今
の
『
教
師
用
指
導
書
』、「
学
習
の
手
引
き
」
の
�2
�3
�4
の
在
り
方
と
重

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
〈
読
み
方
〉
を
わ
た
く
し
は
「
主
人
公
主
義
」
と

呼
ん
で
批
判
・
否
定
し
て
い
ま
す
。
因
み
に
関
口
氏
の
『
羅
生
門
』
の
読
み
方

が
こ
の
主
人
公
主
義
で
あ
る
こ
と
は
、
も
う
何
度
も
言
っ
て
き
ま
し
た
。

�3

二
人
の
学
習
者

そ
れ
で
は
安
房
直
子
『
き
つ
ね
の
窓
』
が
実
際
の
教
室
で
は
ど
の
よ
う
に
読

ま
れ
て
い
る
か
、
橋
本
則
子
氏
の
「
小
さ
な
窓
か
ら
見
え
る
も
の
」（
田
近
洵
一

代
表
編
集
『
文
学
の
教
材
研
究
―
〈
読
み
〉
の
面
白
さ
を
掘
り
起
こ
す
―
』
二
〇
一
四
・
三

教
育
出
版
）
に
収
録
さ
れ
た
二
人
の
児
童
の
感
想
文
、
A
さ
ん
の
初
発
の
感
想

文
と
最
後
の
授
業
の
S
さ
ん
の
感
想
文
、
長
い
も
の
で
す
が
、
敢
え
て
そ
の
全

文
を
対
照
し
て
紹
介
し
、
わ
た
く
し
が
注
目
す
る
と
こ
ろ
に
傍
線
を
付
し
て
お

き
ま
す
。私

は
こ
れ
を
読
ん
で
き
つ
ね
が
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
た
。
人
は
動
物

を
殺
し
て
食
料
や
道
具
に
す
る
。
殺
さ
れ
た
方
は
た
と
え
動
物
で
も
つ
ら

い
の
だ
と
わ
か
っ
た
。
で
も
、
こ
の
き
つ
ね
は
つ
ら
く
て
も
指
を
染
め
て

作
っ
た
窓
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
笑
顔
で
生
き
て
い
る
。
え
ら
い

な
あ
と
思
っ
た
。
指
を
染
め
た
お
礼
に
鉄
砲
を
も
ら
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と

疑
問
を
抱
い
た
が
な
ん
と
な
く
わ
か
っ
た
。
も
う
、
き
つ
ね
を
殺
し
て
ほ

し
く
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
自
分
が
追
わ
れ
て
い
る
時
に
さ
っ
と
、
子

ど
も
に
化
け
、
鉄
砲
を
も
ら
っ
て
動
物
を
殺
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
、
自

分
も
ほ
か
の
動
物
に
も
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
の
だ
と
思

う
。
そ
の
か
わ
り
、「
ぼ
く
」
の
指
を
染
め
て
あ
げ
て
、
ち
ょ
っ
と
し
た

幸
せ
を
分
け
て
あ
げ
た
の
だ
と
思
う
。「
ぼ
く
」
は
は
じ
め
は
き
つ
ね
を

か
ら
か
っ
て
だ
ま
さ
れ
た
ふ
り
を
し
て
い
た
が
、
こ
ん
な
す
て
き
な
指
を

も
ら
っ
た
の
だ
か
ら
と
て
も
い
い
気
分
だ
と
思
う
。
私
も
や
っ
て
み
た
い

「物語」の重さ、「心」のために

（ 45 ）



と
思
っ
た
。
で
も
、
や
っ
て
も
ら
え
る
の
は
一
回
だ
け
だ
っ
た
。
も
う
一

度
、
指
を
染
め
よ
う
と
き
き
ょ
う
の
花
畑
に
行
こ
う
と
し
た
が
、
も
う
そ

ん
な
場
所
は
な
か
っ
た
。
き
つ
ね
も
花
畑
も
幻
だ
っ
た
の
だ
。
で
は
、
な

ぜ
（
き
つ
ね
は
）
現
れ
た
の
か
。
あ
ま
り
に
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
か
ら

か
。
き
つ
ね
が
出
て
き
た
の
に
は
何
か
わ
け
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。
そ
し

て
、
き
つ
ね
は
何
が
言
い
た
か
っ
た
の
か
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
み
た

い
。（
A
）

次
に
授
業
最
後
の
感
想
文
。
同
じ
く
Ｓ
君
独
自
の
感
想
な
ど
、
傍
線
は
微
妙

な
の
で
す
が
、
引
い
て
み
ま
し
た
。

主
人
公
「
ぼ
く
」
か
ら
き
つ
ね
く
ん
へ

き
つ
ね
、
君
に
い
い
た
い
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。
聞
い
て
く
れ
。
ま
ず
、

一
つ
は
ご
め
ん
。
君
は
気
が
つ
い
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
け

ど
、
本
当
は
、
君
の
お
母
さ
ん
や
お
父
さ
ん
を
し
と
め
よ
う
と
思
っ
て
、

だ
ま
さ
れ
た
ふ
り
を
し
て
い
た
だ
け
な
ん
だ
。
だ
か
ら
、「
な
か
な
か
い

い
店
じ
ゃ
な
い
か
。」
と
か
、「
染
め
物
屋
だ
な
ん
て
、
い
っ
た
い
何
を
染

め
る
ん
だ
い
。」
て
い
っ
た
と
き
、
本
当
は
ぼ
く
は
、
君
の
こ
と
を
ば
か

に
し
て
い
た
ん
だ
。
本
当
に
ご
め
ん
。
で
も
聞
い
て
く
れ
。
ぼ
く
は
、
き

み
の
お
母
さ
ん
の
話
や
君
の
お
母
さ
ん
に
対
す
る
気
持
ち
を
聞
い
て
、
思

い
出
し
た
ん
だ
。
本
当
は
、
ぼ
く
も
独
り
ぼ
っ
ち
だ
っ
た
ん
だ
。
そ
れ

で
、
君
が
指
で
作
っ
た
窓
で
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
お
母
さ
ん
に
会
う
こ
と

が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
聞
い
て
、
も
し
か
し
た
ら
ぼ
く
も
そ
の
窓
で
独

り
ぼ
っ
ち
じ
ゃ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
で
、
君

に
染
め
て
も
ら
っ
た
窓
で
、
今
は
も
う
決
し
て
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
は

ず
の
、
あ
の
少
女
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
。
あ
れ
は
、
本
当
に
う
れ

し
か
っ
た
よ
。
あ
り
が
と
う
。
だ
っ
て
君
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。
も
う
決
し

て
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
人
が
自
分
の
目
の
前
に
い
る
ん

だ
か
ら
。
で
も
ぼ
く
、
君
に
も
ら
っ
た
窓
で
、
帰
り
に
昔
の
家
を
見
た
ん

だ
。
と
て
も
懐
か
し
か
っ
た
ん
だ
。
そ
の
家
か
ら
は
、
少
し
明
か
り
が
つ

い
て
い
た
ん
だ
。
そ
し
て
、
声
が
聞
こ
え
た
。
死
ん
で
し
ま
っ
た
妹
の
声

だ
。
ぼ
く
は
、
こ
の
窓
は
、
い
い
思
い
出
以
外
の
も
の
も
映
す
の
か
な
あ

と
思
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
ぼ
く
の
お
母
さ
ん
た
ち
と
の
思
い
出
は
い
い
思

い
出
だ
っ
た
。
だ
け
ど
、
今
は
あ
の
明
か
り
も
妹
の
笑
い
声
も
な
い
。
き

つ
ね
、
ぼ
く
は
、
や
っ
ぱ
り
も
う
一
度
は
っ
き
り
い
い
た
い
。
あ
り
が
と

う
。
ぼ
く
は
、
君
の
お
か
げ
で
、
お
母
さ
ん
た
ち
と
の
温
か
い
思
い
出
を

思
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
た
し
か
に
ぼ
く
は
、
温
か
い
思
い
出
を
思
い

出
し
た
こ
と
で
同
時
に
そ
れ
を
失
っ
た
。
つ
ら
く
冷
た
い
思
い
を
思
い
出

さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
だ
け
ど
、
そ
の
つ
ら
さ
を
君
も
ぼ
く
も
し
っ
て

い
る
。
僕
は
、
き
み
の
お
か
げ
で
、
大
切
な
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
ぼ
く

は
と
て
も
悲
し
く
せ
つ
な
い
経
験
を
し
た
。
だ
け
ど
そ
の
こ
と
は
、
ず
っ

と
向
き
合
い
続
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
な
ん
だ
。
君
も
元
気
に
暮
ら

し
て
く
れ
。
ぼ
く
も
こ
れ
か
ら
も
が
ん
ば
る
か
ら
。（
S
）

二
人
の
学
習
者
の
感
想
文
の
違
い
は
一
目
瞭
然
、
二
つ
の
何
故
、
ど
の
よ
う

に
（
H
O
W
）
と
ど
う
し
て
（
W
H
Y
）
の
違
い5

に
あ
り
ま
す
。

S
さ
ん
は
前
者
の
H
O
W
、
叙
述
さ
れ
た
出
来
事
を
辿
っ
て
行
く
〈
読
み

方
〉、
A
さ
ん
は
そ
れ
を
辿
っ
た
後
、
W
H
Y
に
重
点
を
置
い
て
読
ん
で
い
ま

す
。
文
学
作
品
の
〈
読
み
〉
の
核
心
は
H
O
W
で
は
な
く
、
W
H
Y
で
読
む
、

こ
れ
が
常
識
に
な
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
教
室
の
橋
本
先
生
は
、
教
科
書
・

『
教
師
用
指
導
書
』
の
作
り
、
先
行
の
研
究
者
の
〈
読
み
方
〉、
対
談
の
田
近
氏
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の
そ
れ
、
こ
れ
ら
と
重
な
り
ま
す
。
授
業
の
始
ま
る
前
の
A
さ
ん
の
〈
読
み
〉

は
、
H
O
W
を
通
し
て
W
H
Y
に
向
か
う
、
換
言
す
れ
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
構

成
す
る
プ
ロ
ッ
ト
を
捉
え
、
プ
ロ
ッ
ト
を
プ
ロ
ッ
ト
た
ら
し
め
る
〈
メ
タ
プ

ロ
ッ
ト
〉
を
捉
え
よ
う
と
、「
な
ぜ
（
き
つ
ね
は
）
現
れ
た
の
か
。
あ
ま
り
に

ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
か
ら
か
。
き
つ
ね
が
出
て
き
た
の
は
何
か
わ
け
が
あ
る
の

だ
と
思
う
。」
と
「
わ
け
」、
プ
ロ
ッ
ト
を
プ
ロ
ッ
ト
た
ら
し
め
る
必
然
性
を
問

う
て
い
る
の
で
す
。

教
室
の
橋
本
先
生
は
、
当
初
「
鉄
砲
で
撃
た
れ
て
死
ん
だ
こ
と
を
聞
い
て

も
、
自
分
が
そ
の
母
ぎ
つ
ね
を
狙
っ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
、「
な
ん
だ
か
悲
し

い
話
に
な
っ
て
き
た
」
と
他
人
事
の
よ
う
に
考
え
る
」
や
「
理
不
尽
な
形
で
の

愛
す
る
も
の
た
ち
と
の
別
れ
」
な
ど
、
あ
ら
す
じ
を
取
る
段
階
で
は
A
さ
ん
に

重
な
る
「
わ
け
」＝

〈
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
〉
に
注
目
し
、
こ
れ
を
考
え
る
可
能
性

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
論
の
結
論
を
、
子
ぎ
つ
ね
と
「
ぼ
く
」

の
「
一
体
感
」
や
「
二
人
の
心
は
結
び
つ
く
」
と
い
う
教
科
書
の
作
り
や
指
導

書
、
先
行
研
究
な
ど
の
〈
読
み
方
〉
と
重
な
る
形
に
収
斂
さ
せ
、
せ
っ
か
く
当

な
ら

初
持
っ
て
い
た
A
さ
ん
と
共
有
す
る
W
H
Y
が
ロ
ー
ラ
ー
で
均
さ
れ
て
い
ま

す
。
結
果
と
し
て
A
さ
ん
の
「
き
つ
ね
が
出
て
き
た
の
は
何
か
わ
け
が
あ
る
の

だ
と
思
う
。
そ
し
て
、
き
つ
ね
は
何
が
言
い
た
か
っ
た
の
か
み
ん
な
で
話
し

合
っ
て
み
た
い
。」
と
い
う
希
望
は
思
考
の
制
度
に
回
収
さ
れ
て
い
ま
す
。

再
読
す
れ
ば
、
子
ぎ
つ
ね
が
実
は
、
偶
然
美
し
す
ぎ
る
桔
梗
畑
を
造
り
出

し
、
偶
然
小
僧
に
な
っ
て
懐
か
し
い
死
ん
だ
人
の
姿
の
表
れ
る
「
窓
」
を
あ

げ
、
偶
然
鉄
砲
を
受
け
取
り
、
偶
然
「
な
め
こ
」
を
渡
す
の
で
は
な
い
、
そ
れ

な
り
の
子
ぎ
つ
ね
の
シ
ナ
リ
オ
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
え
る
は
ず
で
す
。

「
ぼ
く
」
が
自
分
自
身
の
「
せ
つ
な
さ
や
か
な
し
み
」
を
感
じ
取
る
な
ら
、

こ
の
子
ぎ
つ
ね
が
「
ぼ
く
」
の
前
に
〈
仕
掛
け
〉
た
罠＝

「
わ
け
」＝

W
H
Y
、

「
ぼ
く
」
は
鉄
砲
を
あ
れ
以
来
持
た
な
い
暮
し
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
ら
、

「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
、
こ
の
子
ど
も
の
登
場
の
大
き
さ
が
迫
っ
て
こ
な
い
は
ず

は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
物
語
の
因
果
を
読
む
こ
と
で
す6

。

�4
『
き
つ
ね
の
窓
』
の
物
語
と
は
何
か

も
し
も
教
室
で
、
み
ん
な
が
そ
れ
ぞ
れ
W
H
Y
で
読
み
、
話
し
合
い
が
成
立

み
な
し
ご

し
て
い
た
ら
、
A
さ
ん
は
子
ぎ
つ
ね
が
孤
児
と
し
て
生
き
る
過
酷
さ
を
具
体
的

に
イ
メ
ー
ジ
し
た
で
し
ょ
う
。
食
べ
物
は
手
に
入
ら
ず
、
ほ
か
の
生
き
物
に
は

襲
わ
れ
る
、
耐
え
が
た
い
生
、
だ
か
ら
こ
そ
自
身
を
慰
め
癒
す
術
を
獲
得
し
、

自
分
の
悲
劇
を
ほ
か
の
動
物
に
遭
わ
せ
な
い
よ
う
に
工
夫
を
凝
ら
す
、
そ
う
し

た
想
像
が
具
体
的
に
羽
ば
た
い
た
で
し
ょ
う
。
わ
た
く
し
な
ら
母
親
を
殺
し
た

生
き
物
・
人
間
に
対
し
、
山
の
植
物
を
食
料
に
提
供
す
る
、
こ
の
子
ぎ
つ
ね
の

行
為
に
ち
ょ
う
ど
高
徳
の
僧
侶
が
な
し
得
る
「
心
」、
気
高
さ
を
感
じ
ま
す
。

前
述
し
た
「
二
人
の
心
は
結
び
つ
く
」
と
か
、
子
ぎ
つ
ね
と
の
「
一
体
感
が
、

ぼ
く
の
気
持
ち
を
子
ぎ
つ
ね
に
近
づ
け
、
変
わ
っ
て
い
く
き
っ
か
け
を
作
っ

た
」
と
か
、
ま
た
、
田
近
氏
の
三
重
の
喪
失
と
か
、
そ
れ
ら
は
物
語
の
プ
ロ
セ

ス
、
途
中
の
出
来
事
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
三
つ
の
喪
失
に
陥
っ
た
「
ぼ
く
」
が
子

ぎ
つ
ね
の
〈
仕
掛
け
〉
た
罠
を
ど
う
感
じ
、
ど
う
受
け
止
め
た
か
、
そ
れ
が
物

語
の
因
果
を
捉
え
る
こ
と
で
す
。

母
親
を
殺
さ
れ
て
生
き
る
子
ぎ
つ
ね
の
「
悲
し
み
や
せ
つ
な
さ
」
を
感
じ
取

り
、
そ
れ
に
向
き
合
う
こ
と
、
そ
う
な
れ
ば
、
賢
治
童
話
と
響
き
合
う
、〈
い

の
ち
〉
や
〈
他
者
〉
の
問
題
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

「
物
語
の
重
さ
」
を
受
け
取
り
、「
心
の
働
き
」
を
読
み
取
る
に
は
、
そ
れ

を
言
葉
で
表
現
す
る
の
で
す
が
、
物
語
の
因
果
を
W
H
Y
で
読
み
、
深
層
に
降

り
て
い
く
こ
と
が
要
請
さ
れ
ま
す
。
読
み
手
自
身
の
生
の
内
奥
を
捉
え
る
〈
深

「物語」の重さ、「心」のために
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層
批
評
〉
を
拓
く
の
で
す
。
但
し
、
そ
の
深
層
は
従
来
の
実
体
論
の
深
層
で
は

〈
読
む
こ
と
の
虚
偽
〉
に
そ
の
ま
ま
陥
り
ま
す
。
客
体
の
対
象
の
文
章
は
客
体

そ�

の�

も�

の�

（＝

了
解
不
能
の
《
他
者
》、〈
語
り
得
ぬ
も
の
〉）
の
〈
影
〉
と
し

て
現
れ
、
自
身
の
枠
組
み
の
な
か
で
捉
え
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が
肝

心
で
す
。

『
き
つ
ね
の
窓
』
は
子
ど
も
が
読
む
も
の
だ
か
ら
、
小
難
し
い
〈
語
り
〉
の

深
層
に
関
わ
る
狐
殺
し
を
生
業
と
す
る
問
題
な
ぞ
無
視
し
、
表
層
の
「
青
の
イ

メ
ー
ジ
」
を
取
り
出
し
た
り
、
敵
の
関
係
で
あ
る
子
ぎ
つ
ね
と
「
ぼ
く
」
を
「
二

人
の
心
は
結
び
つ
く
」（
前
述
）
と
い
う
類
の
〈
読
み
〉
で
済
ま
す
、
そ
の
こ

と
は
、
例
え
ば
、
児
童
の
Ａ
さ
ん
の
初
読
の
〈
読
み
〉
を
教
科
書
の
〈
読
み
方
〉

に
均
す
〈
読
み
方
〉
に
な
り
、
そ
れ
が
わ
た
く
し
が
異
議
申
し
立
て
を
す
る
所

以
で
す
。

〈
語
り
〉
を
読
む
と
は
、
出
来
事
か
ら
語
ら
れ
た
出
来
事
の
位
相
と
語
る
主

体
の
そ
れ
と
を
引
き
剥
が
し
、
そ
の
相
関
を
問
題
化
し
、
出
来
事
を
時
間
の
流

れ
に
沿
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
が
い
か
に
構
成
さ
れ
て
い
る

か
、
プ
ロ
ッ
ト
を
確
認
す
る
、
す
な
わ
ち
H
O
W
で
読
ま
れ
る
表
層
の
出
来
事

を
Ｗ
Ｈ
Ｙ
で
捉
え
直
し
、
読
み
手
自
身
の
内
奥
に
向
か
う
の
で
す
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
子
ぎ
つ
ね
の
為
す
こ
と
は
問
わ
れ
、「
僕
」
の

「
変
な
く
せ
」
を
身
体
に
抱
え
て
い
る
意
味
、
す
な
わ
ち
、
な
め
こ
に
託
さ
れ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
、
殺
し
殺
さ
れ
る
生
命
生
存
の
摂
理
が
「
ぼ
く
」
に
突
き
刺

さ
っ
て
、〈
他
者
〉
と
の
在
り
方
が
問
わ
れ
、
よ
り
人
類
的
な
問
題
に
向
け
て
、

広
が
り
を
持
ち
始
め
る
は
ず
で
す
。「
ぼ
く
」
の
生
の
在
り
方
は
置
い
て
き
ぼ

り
に
し
た
そ
れ
と
の
対
話
か
ら
始
ま
る
、
そ
れ
が
ど
う
始
ま
る
か
が
、
こ
の
物

語
の
因
果
、
物
語
の
力
で
あ
る
と
わ
た
く
し
は
考
え
ま
す
。

安
房
直
子
の
同
じ
く
教
材
に
な
っ
て
い
る
『
初
雪
の
ふ
る
日
』
が
見
事
な
表

現
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
完
結
さ
せ
て
い
る7

の
は
、『
き
つ
ね
の
窓
』
の
よ
う
な

〈
他
者
〉
問
題
は
浮
上
し
て
こ
な
い
か
ら
で
す
。『
初
雪
の
ふ
る
日
』
の
石
け
り

を
す
る
女
の
子
と
白
兎
は
連
続
し
、
重
な
り
合
い
、
そ
の
幻
想
の
イ
メ
ー
ジ
の

連
鎖
は
冬
の
雪
の
季
節
の
到
来
と
一
体
に
な
っ
て
溶
け
込
み
、
こ
の
世
な
ら
ぬ

夢
の
世
界
を
現
し
ま
す
。『
き
つ
ね
の
窓
』
の
物
語
の
因
果
の
「
因
」
を
ど
う

受
け
取
る
か
、
そ
こ
に
物
語
の
力
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
に
応
え
る

に
は
、
誰
に
と
っ
て
も
あ
ま
り
に
当
り
前
過
ぎ
る
「
心
」
の
働
き
、〈
他
者
〉

の
語
り
か
け
る
「
心
」
の
働
き
に
呼
応
す
る
こ
と
、
こ
れ
を
リ
ス
ナ
ー
は
自
身

の
内
な
る
薄
皮
を
剥
が
し
て
聴
き
取
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
因
み
に
、
こ

こ
で
言
う
「
心
」
と
は
当
面
、
体
を
超
え
た
魂
（
ソ
ウ
ル
）
で
も
、
知
的
な
領

域
と
一
体
に
な
っ
た
精
神
（
マ
イ
ン
ド
・
ス
ピ
リ
ッ
ト
）
で
も
な
く
、
人
が
共

同
体
の
な
か
で
一
体
と
な
っ
た
感
じ
、
他
者
と
の
共
感
（
ハ
ー
ト
）
を
指
し
て

い
ま
す
。

繰
り
返
し
て
お
き
ま
す
。
わ
た
く
し
は
こ
の
童
話
を
物
語
に
過
ぎ
な
い
か
ら

と
か
、
ま
た
、
物
語
ら
れ
た
お
話
に
メ
タ
レ
ベ
ル
で
批
評
す
る
「
自
己
表
出
」

が
な
い
か
ら
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
で
批
判
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
凡
庸
」
と
断
言
し
た
の
は
、
物
語
の
因
果
を
受
け
止
め
る
力
が
希
薄
で
痛
み

に
共
感
す
る
ハ
ー
ト
に
欠
け
る
と
感
じ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
点
で
は
中
学
の
超

安
定
教
材
、
太
宰
治
の
代
表
作
の
一
つ
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
〈
語
り
〉
は
私

見
で
は
同
じ
く
語
ら
れ
た
出
来
事
の
位
相
か
ら
語
る
主
体
の
そ
れ
を
引
き
剥
が

す
と
、〈
語
り
手
〉
は
こ
の
「
心
」＝

ハ
ー
ト
を
捉
え
ず
、
語
ら
れ
た
出
来
事

に
吸
収
さ
れ
て
い
ま
す
。
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Ⅱ

『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
「
未
練
の
情
」
は
目
に
見
え
な
い
「
心
」
の

領
域

�1

安
藤
氏
の
「
注
意
」

そ
こ
で
次
に
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
に
移
り
ま
す
。
三
日
間
の
猶
予
を
貰
っ
た
メ

ロ
ス
は
妹
の
結
婚
式
の
酒
席
の
場
、「
未
練
の
情
」
を
起
こ
し
、
そ
れ
が
翌
朝

ま
で
続
き
ま
す
。
刑
場
で
は
こ
れ
を
も
思
い
起
こ
す
べ
き
、
そ
れ
を
回
収
し
な

い
〈
語
り
手
〉
は
〈
迂
闊
な
語
り
手
〉、「『
走
れ
メ
ロ
ス
』
は
こ
の
点
で
構
造

上
、
同
情
の
余
地
な
き
失
敗
作
」（
拙
著
『
小
説
の
力
―
新
し
い
作
品
論
の
た
め
に
―
』

一
九
九
六
・
二

大
修
館
書
店
）
と
い
う
の
が
私
見
で
す
。

こ
れ
に
対
し
、
安
藤
宏
氏
の
「『
走
れ
メ
ロ
ス
』」
は
、
次
の
よ
う
な
「
注

意
」
を
わ
た
く
し
に
促
し
ま
す
。

田
中
実
氏
は
、
結
末
の
〈
私
は
、
途
中
で
一
度
、
悪
い
夢
を
見
た
〉
と

い
う
そ
の
〈
悪
い
夢
〉
が
、
こ
の
場
面
の
み
な
ら
ず
、
妹
の
結
婚
式
の
際

に
感
じ
た
〈
未
練
〉
も
含
ま
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
が
黙
殺
さ
れ

て
し
ま
う
点
に
こ
の
作
品
の
構
造
上
の
欠
陥
を
見
て
い
る
。
し
か
し
結
婚

式
の
時
点
で
感
じ
た
〈
未
練
〉
と
こ
の
場
面
で
感
じ
る
〈
悪
い
夢
〉
と
で

は
、
そ
の
自
意
識
の
質
に
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
点
に
注
意
が
必
要
だ
ろ

う
。
単
純
で
自
分
勝
手
な
忘
却
と
、〈
挫
折
〉
を
〈
挫
折
〉
と
し
て
認
識

し
た
煩
悶
と
の
間
に
は
決
定
的
な
相
違
が
あ
る
わ
け
で
、
メ
ロ
ス
は
結
末

で
何
よ
り
も
ま
ず
、
自
ら
体
験
し
た
自
意
識
の
煉
獄
を
こ
そ
、〈
悪
い

夢
〉
と
し
て
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。（
田

ひ

や
く

中
実
・
須
貝
千
里
編
『
文
学
が
教
育
に
で
き
る
こ
と
―
「
読
む
こ
と
」
の
秘
鑰
―
』
所

収
、
二
〇
一
二
・
三

教
育
出
版
）

こ
こ
に
は
物
語
の
因
果
の
上
で
、
二
つ
の
問
題
点
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
こ

こ
の
「〈
未
練
の
情
〉」
と
「〈
悪
い
夢
〉」
と
い
う
「
因
」
は
そ
れ
ぞ
れ
何
を
指

し
、
そ
れ
を
「
果
」
は
ど
う
受
け
取
っ
て
い
る
か
、
も
う
一
つ
は
〈
語
り
手
〉

が
語
っ
た
こ
と
を
ど
う
〈
語
り
手
〉
自
身
が
回
収
し
て
い
る
の
か
、
語
ら
れ
た

出
来
事
の
レ
ベ
ル
と
語
っ
て
い
る
主
体
の
そ
れ
と
の
相
関
を
問
題
に
し
ま
す
。

こ
れ
は
「
物
語
・
小
説
」
を
読
む
基
本
の
基
本
で
す
。

�2
「
悪
い
夢
」
と
擬
態
（
ミ
ミ
ク
リ
）
に
よ
る
ヒ
ロ
イ
ズ
ム

メ
ロ
ス
の
見
た
そ
の
「
悪
い
夢
」、「
・
・
・
正
義
だ
の
、
信
実
だ
の
、
愛
だ

の
、
考
え
て
み
れ
ば
、
く
だ
ら
な
い
。
人
を
殺
し
て
自
分
が
生
き
る
。
そ
れ
が

人
間
世
界
の
定
法
で
は
な
か
つ
た
か
。
あ
あ
、
何
も
か
も
、
ば
か
ば
か
し
い
。

私
は
、
醜
い
裏
切
り
者
だ
。
ど
う
と
も
、
勝
手
に
す
る
が
よ
い
。
や
ん
ぬ
る

哉
。」（『
太
宰
治
全
集
3
』
一
九
七
五
・
一
一
、
筑
摩
書
房
）
と
は
、
肉
体
的
に
は
当

人
の
努
力
の
余
地
な
き
限
界
状
況
で
の
苦
闘
の
つ
ぶ
や
き
で
す
が
、
そ
こ
に
は

い
さ
さ
か
の
「
人
間
世
界
の
定
法
」
に
対
す
る
メ
ロ
ス
の
認
識
の
転
換
は
な
い

し
、
い
わ
ん
や
「
自
意
識
の
煉
獄
」
な
ど
無
縁
と
わ
た
く
し
な
ら
読
み
ま
す
。

こ
の
時
の
メ
ロ
ス
の
つ
ぶ
や
き
に
は
、
無
論
、
苦
闘
・
苦
悩
が
あ
り
ま
す
。

が
同
時
に
、
一
種
の
擬
態
（
ミ
ミ
ク
リ
）、
当
人
が
意
識
し
得
な
い
演
技
と
と

も
に
あ
っ
て
、
自
身
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
極
か
ら
極
へ
と
仕
立
て
上
げ
て
ヒ
ロ

イ
ズ
ム
に
全
的
に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
で
す
。
肉
体
的
生
理
的
条

件
が
変
わ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
一
瞬
に
し
て
そ
の
「
人
間
世
界
の
定
法
」
は
そ
の

ま
ま
、
反
転
し
て
痕
跡
も
残
し
ま
せ
ん
。
メ
ロ
ス
が
「
悪
い
夢
」
を
見
て
眠
っ

た
後
、「
ふ
と
耳
に
、
水
の
流
れ
る
音
が
聞
」
こ
え
、
こ
れ
を
一
口
掬
い
飲
む

「物語」の重さ、「心」のために
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と
、「
ほ
う
と
長
い
溜
息
が
出
て
、
夢
か
ら
覚
め
た
や
う
な
気
が
し
」、
早
速
、

「
死
ん
で
お
詫
び
、
な
ど
と
気
の
い
い
事
は
言
つ
て
居
ら
れ
ぬ
。」、「
私
は
信
頼

さ
れ
て
ゐ
る
。
先
刻
の
、
あ
の
悪
魔
の
囁
き
は
、
あ
れ
は
夢
だ
。
悪
い
夢
だ
。

忘
れ
て
し
ま
へ
。」
と
疾
風
の
如
く
駆
け
出
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
自
意
識
の

煉
獄
」
の
か
け
ら
も
な
い
風
見
鶏
、「
自
意
識
の
煉
獄
」
な
ら
、
例
え
ば
『
斜

陽
』
の
自
殺
し
た
直
治
の
世
界
観
を
要
し
ま
す
。
直
治
な
ら
、
メ
ロ
ス
の
そ
れ

が
い
か
に
遠
い
か
す
ぐ
に
見
破
り
ま
す
。
彼
の
『
夕
顔
日
記
』
の
一
節
。

僕
が
早
熟
を
装
つ
て
見
せ
た
ら
、
人
々
は
僕
を
、
早
熟
だ
と
噂
し
た
。

（
中
略
）
僕
が
嘘
つ
き
の
振
り
を
し
た
ら
、
人
々
は
僕
を
、
嘘
つ
き
だ
と

噂
し
た
。（
中
略
）
僕
が
冷
淡
を
装
つ
て
見
せ
た
ら
、
人
々
は
僕
を
、
冷

淡
な
や
つ
だ
と
噂
し
た
。
け
れ
ど
も
、
僕
が
本
当
に
苦
し
く
て
、
思
は
ず

呻
い
た
時
、
人
々
は
僕
を
、
苦
し
い
振
り
を
装
つ
て
ゐ
る
と
噂
し
た
。
／

ど
う
も
、
く
ひ
ち
が
ふ
。（『
太
宰
治
全
集
9
』
一
九
七
六・

一
一

筑
摩
書
房
）

メ
ロ
ス
は
「
夕
顔
日
記
」
で
言
う
「
人
々
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
側
の
人
間
、

そ
も
そ
も
己
の
内
な
る
姿
に
自
ら
向
き
合
う
自
己
を
所
有
せ
ず
、「
自
意
識
」

を
完
璧
に
欠
損
さ
せ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
シ
ラ
ク
ス
の
街
で
、
老
人
か
ら
こ

と
の
次
第
を
聴
く
や
、
と
っ
さ
に
王
城
に
の
こ
の
こ
乗
り
込
み
、
捕
縛
さ
れ
る

や
、
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
断
り
な
く
、
独
断
で
、「
あ
れ
を
、
人
質
と
し
て

こ
こ
に
置
い
て
行
か
う
。
私
が
逃
げ
て
し
ま
つ
て
、
三
日
目
の
日
暮
ま
で
、
こ

こ
に
帰
つ
て
来
な
か
つ
た
ら
、
あ
の
友
人
を
絞
め
殺
し
て
く
だ
さ
い
。」
と
絶

対
の
、
満
腔
の
自
信
を
示
し
、
そ
の
実
、
そ
の
約
束
に
殉
じ
る
に
は
並
の
人
情

を
発
揮
し
、
そ
れ
を
反
省
ど
こ
ろ
か
刑
場
で
は
思
い
起
こ
し
も
し
ま
せ
ん
。
こ

の
男
の
行
動
原
理
は
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
の
「
自
意
識
」
を
求
め
て
も
完

璧
な
泡＝

バ
ブ
ル
で
あ
り
、
風
向
き
次
第
の
風
見
鶏
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
強
い

ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
自
身
を
全
く
自
覚
し
て
い
な
い
の
で
す
。
そ

れ
で
も
小
説
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
構
い
ま
せ
ん
が
、
問
題
は
語
ら
れ
た
出
来

事
に
そ
の
ま
ま
癒
着
し
て
い
る
〈
語
り
手
〉
、
自
身
の
語
る
こ
と
に
、
こ
の
〈
語

り
手
〉
は
「
迂
闊
」
も
「
迂
闊
」、
大
「
迂
闊
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん8

。

�3
「
未
練
の
情
」
と
イ
エ
ス
の
言
葉

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
、「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
の
第
八
章
第
七
節
、

姦
通
の
現
場
で
捕
え
た
女
を
連
れ
て
き
た
律
法
学
者
た
ち
や
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の

人
々
が
、「
先
生
、
こ
の
女
は
姦
通
を
し
て
い
る
と
き
に
捕
ま
り
ま
し
た
。
こ

う
い
う
女
は
石
で
打
ち
殺
せ
と
、
モ
ー
ゼ
は
律
法
の
中
で
命
じ
て
い
ま
す
。
と

こ
ろ
で
、
あ
な
た
は
ど
う
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。」
と
尋
ね
る
と
、「
あ
な
た

た
ち
の
中
で
罪
を
犯
し
た
こ
と
の
な
い
者
が
、
ま
ず
、
こ
の
女
に
石
を
投
げ
な

さ
い
。」
と
応
え
ま
す
。
そ
れ
ま
で
目
に
見
え
る
行
為
、
形
式
あ
る
い
は
律
法

に
反
す
る
こ
と
が
罪
で
あ
っ
た
も
の
を
人
々
の
内
面
、「
心
」
に
向
け
さ
せ
ま

す
。
こ
れ
を
ど
う
受
け
取
る
か
、
近
代
文
学
界
で
は
内
村
鑑
三
と
特
に
白
樺

派
、
志
賀
直
哉
や
有
島
武
郎
を
は
じ
め
、
多
く
の
文
学
者
た
ち
も
、
こ
の
目
に

見
え
な
い
問
題
と
苦
闘
し
ま
し
た
。
問
わ
れ
る
の
は
「
心
」
の
問
題
。〈
語
り

手
〉
が
そ
の
本
領
を
発
揮
す
る
な
ら
ば
、
自
意
識
の
欠
け
た
「
単
純
」
さ
で
約

束
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
に
、
メ
ロ
ス
の
途
方
も
な
い
罪
が
浮
き
上
が
っ
て
き
ま

す
。
読
書
行
為
が
始
ま
っ
た
瞬
間
、
リ
ス
ナ
ー
と
化
す
「
近
代
小
説
読
者
」
は

〈
語
り
手
〉
の
語
る
出
来
事
の
み
な
ら
ず
、
語
る
主
体
自
体
の
〈
こ
と
ば
〉
を

相
対
化
し
て
、
こ
れ
を
剔
抉
・
批
判
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん9
。

黙
っ
て
死
と
直
面
し
て
い
た
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
断
り
も
な
く
そ
の
境
遇

に
追
い
込
ん
だ
メ
ロ
ス
、〈
語
り
手
〉
は
事
態
が
そ
も
そ
も
何
だ
っ
た
か
、
ど
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う
冒
頭
か
ら
自
身
が
語
っ
て
き
た
の
か
、
自
ら
の
〈
語
り
〉
を
相
対
化
し
て
ど

う
見
せ
る
の
か
、
も
し
こ
の
〈
語
り
手
〉
が
『
道
化
の
華
』
を
語
り
、『
晩
年
』

の
各
作
品
を
語
っ
て
き
た
〈
語
り
手
〉
な
ら
ば
、
事
態
を
捉
え
る
の
は
そ
う
困

難
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
物
語
を
完
結
さ
せ
た
後
、
語
っ
た
こ
と

の
破
綻
は
明
ら
か
だ
っ
た
は
ず
で
す
。

こ
の
〈
迂
闊
な
語
り
手
〉
は
今
、
語
っ
た
自
身
の
〈
こ
と
ば
〉
が
何
も
の
か

を
問
わ
ず
、「
心
」
を
見
失
っ
て
い
ま
す
。『
き
つ
ね
の
窓
』
の
〈
語
り
手
〉
の

「
ぼ
く
」
は
子
ぎ
つ
ね
の
提
起
を
受
け
取
ら
ず
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
〈
語
り
手
〉

は
英
雄
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
人
物
を
人
並
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

太
宰
一
代
の
不
作
が
定
番
教
材
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
国
語

教
科
書
の
現
在
、
近
代
文
学
研
究
の
今
日
を
示
し
て
い
ま
す
。

Ⅲ

「
心
」
の
領
域
は
見
え
な
い
空
気
や
言
語
の
よ
う

物
語
を
十
全
に
読
む
に
は
、
こ
れ
を
広
い
意
味
で
の
出
来
事
の
因
果
関
係
を

〈
語
り
、
語
ら
れ
る
〉
二
つ
の
位
相
の
相
関
で
捉
え
、
ま
ず
H
O
W
で
問
い
、

W
H
Y
で
さ
ら
に
抉
り
問
い
直
す
、
こ
れ
が
わ
た
く
し
の
物
語
の
〈
読
み
方
〉

で
あ
り
、
物
語
は
深
淵
を
抱
え
込
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
、
語
る
主
体
自
体
は

問
わ
れ
ま
せ
ん
。
お
話
は
あ
っ
た
こ
と
と
し
て
受
容
し
、
そ
の
虚
構
性
や
虚
偽

性
は
問
題
に
し
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
物
語
自
体
が
始
ま
ら
な
い
か
ら

で
す
。
お
話
を
お
話
と
し
て
、
受
容
す
る
こ
と
が
、
物
語
の
条
件
で
す
。
こ
の

問
題
に
関
し
詳
し
く
は
別
稿
「
現
実
は
言
葉
で
出
来
て
い
る
―
『
金
閣
寺
』
と

『
美
神
』
の
深
層
批
評
―
」（『
都
留
文
科
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
第
19
集
』
二
〇
一
五
・

三
）
に
譲
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
物
語
を
内
包
し
た
〈
近
代
小
説
〉
を
読
む

に
は
、
物
語
の
〈
語
り
〉
自
体
を
メ
タ
レ
ベ
ル
で
批
評
す
る
〈
語
り
手
〉
の
レ

ベ
ル
を
拓
き
、
そ
の
〈
語
る
こ
と
の
虚
偽
〉
を
問
題
化
す
る
こ
と
だ
け
を
言
っ

て
お
き
ま
す
。
す
る
と
、『
走
れ
メ
ロ
ス
』
の
〈
語
り
手
〉
は
、
物
語
の
因
果

を
一
応
語
り
終
え
て
い
ま
す
が
、
そ
の
際
、
語
ら
れ
た
人
物
の
自
己
弁
護
（
ミ

ミ
ク
リ
）
に
同
化
し
て
い
た
主
体
は
迂
闊
な
姿
―
〈
語
る
こ
と
の
虚
偽
〉
―
を

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
お
話
は
「
神
も
照
覧
あ
れ
」
と
叫
ぶ
主
人
公

の
、
そ
の
全
身
全
霊
の
力
が
神
に
愛
さ
れ
て
目
出
度
く
完
結
す
る
体
裁
で
す

が
、
わ
た
く
し
に
と
っ
て
看
過
し
難
い
こ
と
は
、
ま
ず
ソ
ウ
ル
と
か
ス
ピ
リ
ッ

ト
と
か
の
手
前
、
人
と
人
と
が
響
き
合
う
「
心
」＝

ハ
ー
ト
の
問
題
、
メ
ロ
ス

が
無
条
件
で
死
を
受
け
入
れ
て
く
れ
て
い
る
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
に
約
束
し
た

こ
と
を
蔑
ろ
に
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
「
あ
な
た
た
ち
の
中
で
罪
を
犯
し
た

こ
と
の
な
い
者
が
、
ま
ず
、
こ
の
女
に
石
を
投
げ
な
さ
い
。」
と
い
う
イ
エ
ス

の
言
葉
、
刑
場
に
着
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
約
束
の
形
式
で
は
な
い
、
直
接
目

に
見
え
な
い
心
の
領
域
が
〈
語
り
手
〉
に
引
き
受
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
問

題
な
の
で
す
。『
き
つ
ね
の
窓
』
の
〈
語
り
手
〉
の
〈
ぼ
く
〉
な
ら
「
鉄
砲
」

や
「
な
め
こ
」
の
、
殺
さ
れ
た
側
か
ら
発
す
る
行
為
を
受
け
取
る
際
の
内
な
る

領
域
を
文
学
空
間
と
し
て
拓
く
こ
と
、
そ
こ
に
文
学
の
力
が
働
く
と
考
え
ま

す
。極

め
て
個
人
的
な
関
心
を
、
唐
突
な
例
で
恐
縮
で
す
が
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
イ
ェ
ル
サ
レ
ム
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
―
悪
の

陳
腐
さ
に
つ
い
て
の
報
告
』（
大
久
保
和
郎
訳

新
装
版
一
九
九
四
・
一
一

み
す
ず

書
房
）
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
大
量
虐
殺
と
い
う
通
常
で

は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
行
為
の
責
任
者
の
ア
イ
ヒ
マ
ン
が
悪
魔
的
で
非
情
の
人

で
は
な
く
、
自
身
の
出
世
に
恐
ろ
し
く
執
念
を
持
ち
、
執
着
し
た
、
そ
の
意
味

で
、「
陳
腐
」
な
人
物
で
あ
り
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
は
た
だ
個
人
と
し
て
死
刑
に
処

「物語」の重さ、「心」のために
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せ
ら
れ
る
べ
き
人
物
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
近
代
文
明
の
一
種
の
合
理
性
の
も
た

ら
し
た
罪
業
を
彼
は
担
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
罪
は
わ
た
く
し

個
人
に
も
向
か
い
ま
す
。
ア
イ
ヒ
マ
ン
と
い
う
人
物
の
陳
腐
さ
は
わ
た
く
し
個

人
に
は
他
人
事
で
は
な
く
、
自
身
の
事
な
の
で
す
。

思
う
に
、
我
々
人
類
が
文
明
と
と
も
に
あ
り
、
生
き
る
と
は
、
他
人
の
運
命

レ
ー
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル

に
感
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
す
れ
ば
、『
き
つ
ね

の
窓
』
も
『
走
れ
メ
ロ
ス
』
も
、
他
者
と
関
わ
る
際
の
「
心
」
の
働
き
が
著
し

く
脆
弱
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
物
語
の
主
人
公
た
ち
は
自
分
の
こ
と
に
集
中
し
過
ぎ
て
、
物
語
の

因
と
果
に
、
相
手
の
運
命
に
関
心
が
持
て
な
い
の
で
す
。『
き
つ
ね
の
窓
』
で

は
母
を
殺
さ
れ
た
子
ぎ
つ
ね
が
ど
こ
ま
で
意
識
し
て
い
る
か
は
全
く
と
言
っ
て

よ
い
ほ
ど
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
読
み
手
達
に
は
、「
僕
」
の
生
業

の
こ
と
―
生
き
物
を
殺
さ
な
け
れ
ば
生
き
ら
れ
な
い
生
き
物
の
定
め
、
そ
の
な

か
で
ど
う
生
き
た
ら
よ
い
の
か
―
を
思
わ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、〈
読
み
〉
の
指
導
で
こ
れ
を
消
去
す
る
こ
と
は
わ
た
く
し
に
は
ど
う
し
て

も
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

最
後
に
、
物
語
は
人
類
絶
滅
の
最
期
の
日
ま
で
無
く
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

人
が
生
き
る
と
は
物
語
を
生
き
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。「
語
り

手
の
自
己
表
出
」
の
問
題
は
〈
近
代
小
説
〉
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
問
わ

れ
ま
す
。
人
が
生
き
る
上
で
、
語
っ
て
い
る
自
身
を
相
対
化
す
る
、〈
わ
た
し

の
な
か
の
他
者
〉
と
の
相
関
が
決
定
的
に
重
要
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。〈
語

り
―
聴
く
〉
相
関
関
係
の
共
同
性
が
瓦
解
す
る
と
こ
ろ
に
、〈
近
代
小
説
〉
が

誕
生
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基
盤
が
あ
り
ま
し
た
。
個
、
孤
が
社
会
の
仕
組
み

と
し
て
問
題
に
な
る
か
ら
で
す
。「
心
」
の
た
め
に
、〈
他
者
〉
の
問
題
は
見
え

な
い
も
の
を
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

「
附
記
」

個
人
的
な
こ
と
を
附
記
し
て
お
き
ま
す
。
田
近
洵
一
氏
・
須
貝
千
里
氏
と
の

座
談
会
「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
ど
う
超
え
る
か
」』（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編

『
文
学
の
力
×
教
材
の
力

理
論
編
』
二
〇
〇
一
・
六
、
教
育
出
版
）
で
、
客
体
の
文
章

は
一
旦
、
読
ま
れ
て
し
ま
う
と
、
も
う
「
元
の
文
章
」
に
は
戻
れ
な
い
と
い
う
、

当
時
で
は
「
非
常
識
」
な
読
書
行
為
論
を
主
張
し
て
以
来
今
日
ま
で
、
日
本
文

学
協
会
で
は
原
理
論
と
そ
れ
に
応
じ
た
解
釈
の
対
立
、
論
争
が
続
い
て
い
ま
す

が
、
そ
の
間
、
田
近
氏
は
自
身
の
主
体
を
相
対
化
し
、
そ
の
行
方
を
見
届
け
よ

う
と
す
る
強
い
意
志
を
発
揮
し
続
け
ら
れ
、
わ
た
く
し
は
そ
こ
に
敬
意
を
抱
き

ま
す
。〈
第
三
項
〉
論
は
「
読
む
こ
と
」
の
基
準
が
現
在
欠
落
し
て
い
る
こ
と

を
示
し
、
こ
れ
の
規
準
を
示
す
も
の
で
す
。

注1

急
逝
さ
れ
た
橋
本
博
孝
氏
は
『「
読
む
こ
と
」
の
術
語
集

文
学
研
究
・

文
学
教
育
』（
田
中
実
監
修
・
馬
場
重
行
他
編

二
〇
一
四
・
八

双
文
社
）
の
「
元

の
文
章
／
原
文
」
の
項
目
を
担
当
、
こ
れ
を
教
室
の
問
題
と
し
て
壮
絶
と

言
っ
て
よ
い
格
闘
を
試
み
、
大
河
原
忠
蔵
氏
の
『
状
況
認
識
の
文
学
教
育
入

門
』（
一
九
七
〇
・
九

明
治
図
書
）
と
拙
稿
の
「
消
え
た
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
」

（「
断
想
Ⅳ
―
第
三
項
と
い
う
根
拠
―
」『
日
本
文
学
』
第
５７
巻
第
３
号

二
〇
〇
八
・
三

６３－

７４
頁
）
と
を
比
較
対
照
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

田
中
の
コ
ー
ヒ
ー
カ
ッ
プ
は
消
え
る
。
／
両
者
の
間
に
は
、
安
易
に
は
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超
え
ら
れ
な
い
溝
が
あ
る
。（
中
略
）
個
人
の
読
者
で
は
な
く
、
授
業
と

い
う
場
で
集
団
的
に
行
わ
れ
る
場
合
、〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
で
あ

る
〈
本
文
〉
と
と
も
に
、
生
身
の
他
者
で
あ
る
他
の
読
み
手
の
〈
読
み
〉

も
加
わ
る
。
も
ち
ろ
ん
生
身
の
他
者
の
〈
読
み
〉
で
あ
っ
て
も
、
理
解
し

う
る
の
は
〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉
と
し
て
で
し
か
な
い
が
、
授
業
の

実
際
で
は
そ
の
よ
う
な
観
念
的
了
解
を
打
ち
破
る
む
き
だ
し
の
他
者
性
と

出
会
う
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
相
互
作
用
は
さ
ら
に
立
体
的
に
な

る
。
／
子
ど
も
の
こ
と
ば
が
組
み
替
え
ら
れ
れ
ば
、
子
ど
も
の
と
ら
え
る

世
界
が
変
わ
る
。
劇
的
に
変
革
す
る
か
微
温
的
変
化
か
は
問
わ
ず
、
子
ど

も
は
新
た
な
世
界
の
新
た
な
子
ど
も
に
な
る
。
こ
こ
に
、
小
説
・
物
語
を

読
む
（
現
象
さ
せ
る
）
意
味
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
〈
読
み
〉
は
わ

た
し
た
ち
の
存
在
の
根
源
に
向
か
う
。
／
第
三
項
〈
原
文
〉
と
い
う
概
念

を
用
い
ず
に
、
国
語
教
育
の
場
で
読
む
こ
と
の
意
味
を
考
え
れ
ば
以
上
の

よ
う
に
な
る
。
こ
の
稿
の
「
子
ど
も
」
は
す
べ
て
「
わ
た
し
」
と
置
き
換

え
ら
れ
る
。
こ
の
理
解
は
、
お
そ
ら
く
田
中
に
と
っ
て
は
彼
の
理
論
を
換

骨
奪
胎
し
た
も
の
と
映
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
溝
の
こ
ち
ら
側

に
い
る
か
ら
で
あ
る
。

氏
の
最
期
、
見
事
な
文
章
に
心
底
圧
倒
さ
れ
ま
す
。「
読
む
こ
と
」
は
読

み
手
自
身
の
内
奥
を
露
わ
に
す
る
〈
宿
命
の
発
見
〉
へ
向
か
い
、
こ
れ
を
〈
宿

命
の
創
造
〉
に
す
る
と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
の
選
択
で
あ
り
、「
溝
」
を

踏
ま
え
て
共
に
橋
本
博
孝
氏
と
田
中
実
、
わ
た
く
し
達
は
先
へ
と
歩
ん
で
い

け
ま
す
。
橋
本
氏
は
Ｗ
Ｈ
Ｙ
に
分
け
入
り
、
自
身
の
境
界
領
域
に
厳
し
く
向

き
合
っ
て
い
ま
す
。

2

拙
稿
「「
読
み
の
背
理
を
説
く
三
つ
の
鍵
」
―
テ
ク
ス
ト
、〈
原
文
〉
の

影
・〈
自
己
倒
壊
〉
そ
し
て
〈
語
り
手
の
自
己
表
出
〉
―
」（『
国
文
学

解
釈

と
鑑
賞
』
第
７３
巻
７
号

二
〇
〇
八
・
七

６－

１６
頁
）
及
び
X
な
ど
を
参
照
し
て

い
た
だ
く
こ
と
を
お
願
い
し
て
お
き
ま
す
。

な
お
X
で
も
触
れ
ま
し
た
が
、
言
語
学
者
湊
吉
正
著
『
国
語
教
育
新
論
』

（
一
九
八
七
・
四

明
治
書
院
）
の
言
語
観
に
関
し
て
は
私
見
で
は
、
賛
同
し
か

ね
ま
す
。

概
念
の
剥
離
さ
れ
た
視
覚
映
像
に
は
確
か
に
固
有
の
カ
タ
チ
が
あ
り
、
こ

れ
を
記
号
と
し
て
特
定
で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
多
年
の
田
近
氏
と
の
論

争
、「
元
の
文
章
」
に
返
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
返
る
際
、
記
号
を
特
定
す
る
主
体
は
そ
の
カ
タ
チ
を
主
体
の
体
系
に
組

み
込
ま
せ
る
と
こ
ろ
に
、
湊
氏
の
論
の
難
点
が
浮
上
し
ま
す
。
湊
氏
は
「
能

記
を
し
て
記
号
た
ら
し
め
る
作
用
、
記
号
へ
と
充
実
さ
せ
、
変
貌
さ
せ
る
作

用
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。」
と
述
べ
、
第
二
期
の
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
と

対
立
す
る
の
で
す
が
、
概
念
の
剥
離
し
た
文
字
の
痕
跡
、
す
な
わ
ち
、
能
記

＝

視
覚
映
像
を
、「
記
号
へ
と
充
実
さ
せ
、
変
貌
さ
せ
る
」
と
捉
え
れ
ば
、

そ
れ
は
視
覚
映
像
・
能
記
を
言
語
と
し
て
捉
え
た
こ
と
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ

ん
。
言
語
作
用
の
要
は
シ
ニ
フ
ィ
エ
と
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
分
離
・
結
合
の
反

復
で
活
動
す
る
の
で
す
か
ら
、
読
ま
れ
た
瞬
間
の
紙
の
上
に
残
っ
た
イ
ン
ク

の
跡＝

シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
を
記
号
一
般
に
還
元
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
読
書
行
為

は
「
知
覚
空
白
の
陥
穽
」
に
あ
り
ま
す
。
全
国
大
学
国
語
教
育
学
会
に
お
け

る
「
八
〇
年
代
問
題
」
は
こ
の
最
深
部
に
食
入
っ
て
、
日
本
近
代
文
学
会
も

こ
れ
と
同
様
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
事
態
を
撤
廃
し
、
ナ

ラ
ト
ロ
ジ
ー
（
物
語
論
）、「
容
認
可
能
な
複
数
性
」
の
世
界
観
を
真
正
の

「
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
」
で
あ
る
「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」
に
向
き
あ

わ
せ
る
こ
と
か
ら
、「
読
む
こ
と
」
の
研
究
、
学
問
が
始
ま
る
と
の
共
通
認
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識
が
必
要
で
す
。
わ
た
く
し
の
場
合
で
言
え
ば
、
一
九
九
九
年
二
月
、「〈
本

文
〉
と
は
何
か
―
プ
レ
〈
本
文
〉
の
誕
生
―
」（
田
中
実
・
須
貝
千
里
編
『〈
新
し

い
作
品
論
〉
へ
、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ

Ⅰ
』
右
文
書
院
）
か
ら
始
ま
っ
た
仕
事
で

す
。

3

こ
う
し
た
こ
と
に
関
す
る
ベ
ー
シ
ッ
ク
な
こ
と
は
拙
稿
「〈
原
文
〉
と
い

う
第
三
項
プ
レ
〈
本
文
〉
を
求
め
て
―
」（
前
掲
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力

理

論
編
』）
を
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。

4

教
師
用
指
導
書
の
執
筆
者
が
こ
こ
で
匿
名
で
あ
る
こ
と
は
実
体
主
義
、
正

解
主
義
を
信
奉
し
て
い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
拙
稿
「
教
材
の
力
」（『
日

本
文
学
』
一
九
八
七
・
七
、『
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
て

―
い
の
ち
と
文
学
―
』

所
収
一
九
九
七
・
八

右
文
書
院
）
以
来
、「
異
議
申
し
立
て
」
を
し
て
い
る
こ

と
、
各
関
係
者
の
応
答
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

5

前
掲
『
「
読
む
こ
と
」
の
術
語
集

文
学
研
究
・
文
学
教
育
』
の
「
H
O
W

と
W
H
Y
」
の
項
目
は
鈴
木
啓
子
氏
の
担
当
、
氏
は
鋭
く
次
の
よ
う
に
剔
出

し
て
い
ま
す
。

田
中
実
が
W
H
Y
の
思
想
を
語
る
に
当
た
り
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の

還
元
不
可
能
な
複
数
性
、
全
知
の
視
点
の
虚
偽
性
を
論
じ
る
こ
と
か
ら

始
め
る
の
は
、
神
亡
き
後
の
「
モ
ダ
ン
」「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
を
生
き

る
我
々
が
は
ま
る
陥
穽
を
見
つ
め
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
そ

の
上
で
小
説
の
Ｗ
Ｈ
Ｙ
に
挑
め
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。
ち
な
み
に
浮
ヶ

谷
が
、
病
気
と
向
き
合
う
た
め
に
提
示
す
る
処
方
箋
は
「
他�

者�

を�

介�

し�

自�

己�

と�

対�

話�

す�

る�

」「
開
か
れ
た
自
己
」
の
在
り
方
で
あ
る
。
私
に

は
、
こ
の
提
唱
が
田
中
の
読
み
の
実
践
理
論
に
お
け
る
「〈
原
文
〉
と

い
う
第
三
項
」
の
概
念
に
通
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「〈
原
文
〉

と
い
う
第
三
項
」
と
い
う
他
者
を
介
し
、
こ
れ
を
鏡
と
し
て
、「
私
の

中
の
〈
本
文
〉」
と
い
う
自�

己�

と�

対�

話�

し�

、
こ
れ
を
倒
壊
さ
せ
る
こ
と

で
、「
開
か
れ
た
自
己
」
を
生
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
田
中
の
H
O
W
と

W
H
Y
の
思
想
の
要
諦
で
は
な
か
ろ
う
か
。（
引
用
者
注
、
文
中
の
「
浮
ヶ

谷
」
と
は
浮
ヶ
谷
幸
代
「
病
気
の
原
因
を
め
ぐ
る
『
い
か
に
』
と
『
な
ぜ
』
―
自

己
と
他
者
の
人
類
学
」
の
こ
と
、
そ
の
引
用
文
の
出
典
は
『
日
本
新
生
児
看
護
学

会
誌
』
二
〇
〇
五
・
六
）

「
H
O
W
と
W
H
Y
」
の
問
題
と
は
「
物
語
」
の
拓
き
方
の
方
便
で
す
。

一
千
万
年
後
と
言
え
ど
、
人
が
生
き
て
い
る
限
り
、「
物
語
」
の
中
で
生
き

る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
絶
対
と
い
う
「
物
語
」、
神
学
は
こ
れ
と
の
相
克
で

す
が
、
世
界
は
常
に
神
々
の
闘
い
と
し
て
現
れ
ま
す
。
二
〇
一
五
年
の
現
在

は
、「
イ
ス
ラ
ム
国
」
と
い
う
「
テ
ロ
集
団
」
と
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
国
の

戦
闘
と
し
て
現
れ
て
い
ま
す
。
神
々
の
闘
い
は
形
を
変
え
、
永
遠
に
続
き
、

我
々
の
〈
こ
と
ば
〉
は
こ
れ
と
の
相
克
を
宿
命
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
を
克
服
す

る
可
能
性
は
、
宗
教
の
神
学
・
信
仰
と
は
別
に
文
学
に
あ
る
と
わ
た
く
し
は

考
え
ま
す
。

6

物
語
と
は
何
か
が
起
こ
り
、
A
地
点
か
ら
B
地
点
へ
と
移
動
、
移
行
す

る
、
こ
れ
を
わ
た
く
し
は
物
語
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、
ど
の
よ
う
に

（
H
O
W
）、
い
か
に
そ
う
移
動
し
た
の
か
が
問
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
が
も
う
一

つ
、
何
故
（
W
H
Y
）
そ
れ
が
起
こ
り
、
何
故
そ
れ
が
そ
う
移
動
し
た
の
か
、

そ
れ
が
物
語
の
深
層
を
論
じ
る
核
心
で
す
。
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
に

（
H
O
W
）
は
「
ぼ
く
」
の
「
変
な
く
せ
」
へ
の
変
容
と
し
て
語
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
れ
を
そ
う
変
わ
ら
せ
た
の
は
何
か
、
何
故
（
W
H
Y
）
そ
う
変
わ
っ

た
の
か
、「
ぼ
く
」
が
〈
語
り
手
〉
と
な
っ
た
時
の
課
題
で
す
。
そ
れ
が
物
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語
の
内
奥
で
す
。
こ
れ
が
物
語
と
し
て
語
ら
れ
な
が
ら
、
そ
こ
を
取
り
逃
が

し
た
た
め
、
肩
透
か
し
を
食
ら
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
す
。
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
な
ら
、
物
語
の
因
果
の
「
因
」
が
強
す
ぎ
、
物
語
性
を
抱
え
込
み

過
ぎ
ま
し
た
。

7

二
〇
一
四
年
八
月
九
日
、
日
本
文
学
協
会
国
語
教
育
部
会
夏
期
研
究
集
会

の
小
学
校
分
科
会
は
中
村
龍
一
氏
の
司
会
で
藤
原
和
好
氏
と
わ
た
く
し
と
が

発
表
、
藤
原
氏
は
「
五
感
で
読
む
」
と
題
し
、
そ
の
レ
ジ
ュ
メ
で
、『
初
雪

の
ふ
る
日
』
を
、
極
め
て
適
切
に
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
ま
す
。

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
は
、
事
件
の
因
果
関
係
を
読
み
解
く
よ
う
な
読

み
方
は
で
き
な
い
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
を
読
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
中
略
）「
あ
と
か
く
し
の
雪
」
や
「
わ
ら
ぐ
つ
の

中
の
神
様
」
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
宮

沢
賢
治
の
作
品
に
は
、
驕
り
た
か
ぶ
っ
た
人
間
た
ち
が
自
然
の
猛
威
に

打
ち
砕
か
れ
る
と
い
う
も
の
が
多
く
あ
る
が
、
し
か
し
、
基
本
的
に

は
、
自
然
と
人
間
と
が
、
奥
深
い
所
で
一
体
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
人

の
生
き
方
の
根
底
に
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
観
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。

／
こ
の
よ
う
に
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
作
品
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
に
よ
っ

て
読
者
を
作
品
世
界
に
誘
い
込
み
、
背
後
に
あ
る
意
味
に
到
達
さ
せ
よ

う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
読
者
は
、
ま
ず
五
感
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
働
か

せ
、
そ
の
世
界
に
没
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8

メ
ロ
ス
の
結
婚
式
の
酒
の
席
、「
少
し
で
も
永
く
こ
の
家
に
愚
図
愚
図
と

と
ど
ま
っ
て
い
た
か
つ
た
。
メ
ロ
ス
ほ
ど
の
男
も
、
や
は
り
未
練
の
情
と
い

ふ
も
の
は
在
る
。」
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
田
近
洵
一
氏
は
、
こ
れ
を
「
座

談
会

読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
ど
う
超
え
る
か
―
〈
原
文
〉
と
は
何
か
―
」

（
前
掲
『
文
学
の
力
×
教
材
の
力

理
論
編
』）
で
、「
「
未
練
の
情
」
と
い
う
の
は
、

ま
だ
セ
リ
ヌ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
の
約
束
を
守
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
か
ら

で
す
が
、
倒
れ
た
時
は
、
彼
は
裏
切
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
正
当
化
し

て
い
る
か
ら
、
生
き
る
姿
勢
が
全
く
逆
方
向
な
ん
で
す
よ
。」、「
彼
は
友
を

裏
切
っ
て
い
な
い
で
す
よ
。「
未
練
の
情
」
だ
も
の
。」、「
友
と
の
約
束
は
大

事
に
思
っ
て
い
る
。」
と
発
言
、
確
か
に
酒
の
席
で
も
、
メ
ロ
ス
は
約
束
を

忘
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
現
に
約
束
を
果
し
て
も
い
ま
す
が
、
忘
れ
て
い
な

い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
「
心
」
に
並
の
人
情
、
未
練
の
情
を
持
ち
続
け
、

そ
れ
を
手
放
し
で
許
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
が
満
腔
の
約
束
を
し

た
相
手
に
対
す
る
裏
切
り
な
の
で
す
。

9

丸
山
義
昭
氏
の
「〈
物
語
〉
の
〈
語
り
〉、〈
小
説
〉
の
〈
語
り
〉
―
『
走

れ
メ
ロ
ス
』
を
例
に
―
」（『
日
本
文
学
』
第
６２
巻
第
３
号

二
〇
一
三
・
三

１５－

２５
頁
）
は
、
こ
う
し
た
問
題
を
既
に
相
対
化
し
、「〈
読
者
共
同
体
〉
を
突
き

破
り
、
メ
ロ
ス
も
語
り
手
も
問
題
に
し
て
い
な
い
「
罪
」
の
絶
対
性
に
、
読

み
手
と
し
て
撃
た
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
読
み
手
の
批
評
力
が
自
ら
を
瓦
解
す

る
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
そ
こ
で
は
、
読
み
手
の
倫
理
観
、

生
き
方
が
関
わ
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。」
と
鋭
く
指
摘
し
ま
す
。『
走
れ
メ

ロ
ス
』
が
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

受
領
日

二
〇
一
四
年
十
月
八
日

受
理
日

二
〇
一
四
年
十
一
月
十
二
日
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