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二
〇
一
五
年
早
春
、
立
て
続
け
に
「
三
島
由
紀
夫
体
験
」
を
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
い
ず
れ
も
偶
然
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
そ
の
春
職
場
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
同
僚

Ｋ
氏
の
送
別
の
た
め
に
、
有
志
数
人
で
鎌
倉
に
行
っ
た
と
き
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
旅
行
で
は
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
旅
の
主
た
る

目
的
は
、
そ
の
地
の
美
味
し
い
酒
と
肴
を
食
す
る
こ
と
に
あ
り
、
古

都
散
策
は
、
ま
さ
に
刺
身
の
ツ
マ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か

も
、
鎌
倉
は
、
誰
も
が
何
度
も
訪
れ
て
い
る
所
で
あ
り
、
訪
問
先
に

つ
い
て
、
特
段
の
希
望
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
行
き
先
の
一
つ
と

し
て
、
こ
の
日
の
主
役
の
Ｋ
氏
が
提
案
し
た
の
が
、
長
谷
駅
か
ら
そ

れ
ほ
ど
遠
く
な
い
所
に
位
置
す
る
正
則
寺
で
あ
っ
た
。
そ
こ
の
住
職

が
Ｋ
氏
の
大
学
時
代
の
先
輩
に
当
た
る
の
で
、
久
々
の
再
会
を
果
た

し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

駅
を
出
て
、
海
岸
と
は
反
対
方
向
に
向
か
っ
て
歩
き
始
め
て
す
ぐ

の
交
差
点
ま
で
来
た
と
き
、
以
前
こ
こ
に
立
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い

う
、
か
す
か
な
記
憶
が
蘇
っ
て
来
た
。
私
た
ち
が
向
か
っ
て
い
た
先

に
は
、
長
谷
の
大
仏
が
あ
る
の
で
、
昔
、
子
ど
も
た
ち
を
連
れ
て
来

た
と
き
の
こ
と
か
と
考
え
て
み
た
が
、
蘇
っ
た
記
憶
は
そ
れ
ほ
ど
古

い
も
の
で
は
な
い
。
鞄
か
ら
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
取
り
出
し
て
位
置
を
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確
か
め
、
交
差
点
か
ら
鎌
倉
方
面
に
向
か
っ
て
伸
び
て
い
る
道
路
を

指
で
辿
っ
て
行
く
と
、
間
も
な
く
、
心
当
た
り
の
文
字
が
目
に
入
っ

て
き
た
。
鎌
倉
文
学
館
で
あ
る
。

十
年
ほ
ど
前
、
前
の
職
場
で
、
附
属
高
等
学
校
の
校
長
を
命
じ
ら

れ
て
い
た
と
き
、
一
年
生
の
遠
足
の
引
率
で
、
や
っ
て
来
た
の
だ
っ

た
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
は
、
そ
の
際
に
購
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、

遠
足
で
は
国
語
科
の
教
員
が
案
内
を
し
て
く
れ
て
い
た
の
で
、
自
分

で
地
図
を
開
い
て
行
き
先
を
確
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
私
は
、
自
分
が
訪
問
し
た
先
の
地
理
に

つ
い
て
は
気
に
な
っ
て
し
か
た
が
な
い
性
質
な
の
で
、
現
地
で
見
る

こ
と
は
な
く
と
も
、
帰
っ
て
か
ら
そ
の
日
の
行
程
を
確
認
す
る
こ
と

は
怠
ら
な
か
っ
た
と
思
う
。
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
開
け
ば
、
そ
こ
に
書

か
れ
て
い
る
文
字
は
自
ず
と
目
に
は
入
っ
て
来
る
と
思
う
の
で
、
気

づ
か
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
の
だ
が
、
い
つ
の
間
に
か
す
っ
か
り
忘

れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、「
三
島
由
紀
夫
『
春
の
雪
』
に

登
場
す
る
別
荘
の
モ
デ
ル
」
と
の
キ
ャ
ブ
シ
ョ
ン
が
載
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

「
豊
饒
の
海
」
全
四
巻
は
、
各
巻
が
単
行
本
化
さ
れ
る
度
に
読
ん

で
き
た
。
第
一
巻
「
春
の
雪
」
の
出
版
は
昭
和
四
十
四
年
、
私
が
大

学
三
年
の
と
き
で
あ
る
。
読
ん
で
い
た
と
き
に
は
、
そ
れ
な
り
に
理

解
し
て
い
た
は
ず
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
の
小
説
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

読
み
終
え
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
細
か
い
部
分
の
記
憶
は
ど
ん
ど
ん

と
薄
れ
て
い
き
、
別
荘
が
出
て
来
た
こ
と
さ
え
よ
く
覚
え
て
い
な
い
。

長
谷
の
別
荘
が
ど
の
よ
う
な
展
開
の
な
か
で
使
わ
れ
て
い
た
の
か

を
確
か
め
よ
う
と
、
久
し
ぶ
り
に
書
架
か
ら
「
春
の
雪
」
を
取
り
出

し
て
み
た
の
で
あ
る
。
た
い
し
た
時
間
も
か
か
ら
ず
、
物
語
の
中
ほ

ど
に
、「
侯
爵
は
清
顯
と
も
相
談
し
て
、
夏
休
み
が
は
じ
ま
つ
た
ら
、

王
子
た
ち
を
松
枝
家
の
海
邊
の
別
荘
へ
招
き
、
そ
こ
へ
清
顯
を
つ
け

て
や
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。」（
二
〇
六
頁
）
の
一
節
を
見
つ
け

る
こ
と
が
出
来
た
。
一
度
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
作
品
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
そ
の
部
分
か
ら
読
み
始
め
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
な
か
ス
ト

ー
リ
ー
が
思
い
出
せ
ず
、
途
中
を
飛
ば
し
て
先
を
読
ん
で
み
た
り
、

後
戻
り
し
て
み
た
り
し
た
が
、
結
局
、
最
初
か
ら
読
み
直
す
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
別
荘
が
物
語
の
展
開
に
と
っ
て
、
思

い
の
外
重
要
な
舞
台
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た

の
で
あ
る
。

物
語
の
主
人
公
、
松
枝
清
顯
と
綾
倉
總
子
と
の
恋
愛
は
、
許
さ
れ

な
い
恋
愛
で
あ
っ
た
。
何
事
も
な
け
れ
ば
、
相
思
相
愛
、
似
合
い
の

カ
ッ
プ
ル
の
成
立
で
終
わ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
些
細
な
言
葉
の
行
き

違
い
と
言
え
ば
い
い
の
か
、
總
子
の
発
し
た
一
言
が
清
顯
を
ひ
ど
く

動
揺
さ
せ
、
總
子
へ
の
復
讐
を
思
い
立
た
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
總
子
の
言
葉
は
、
愛
の
表
現
と
受
け
止
め
ら
れ
て
し
か
る
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べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
青
年
期
特
有
の
衿
持
か
ら
か
、
清
顯
に

は
そ
う
は
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。
行
き
違
い
を
解
消
す
べ
く
、
總
子
側

か
ら
再
三
の
と
り
な
し
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
清
顯
は
頑
な
ま

で
に
心
を
開
か
な
い
。

そ
う
し
た
中
、
總
子
に
は
宮
家
と
の
縁
談
が
持
ち
上
が
る
。
そ
こ

で
引
き
返
せ
ば
悲
劇
は
起
こ
ら
ず
に
済
ん
だ
。
清
顯
が
、
總
子
へ
の

恋
心
に
気
づ
く
の
は
、
縁
談
に
対
し
て
天
皇
の
勅
許
が
お
り
、
も
は

や
個
人
の
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
く
な
っ
て
き
て
か
ら
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
失
う
と
き
に
な
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
も
の
へ
の
愛
し
さ

が
募
る
よ
う
に
、
彼
女
へ
の
想
い
を
悟
り
、
彼
女
を
取
り
戻
す
た
め

の
行
動
に
出
る
の
で
あ
る
。

最
早
、
二
人
は
白
日
の
下
で
は
会
う
こ
と
の
か
な
わ
な
い
と
こ
ろ

ま
で
き
て
い
る
。
人
知
れ
ず
逢
瀬
を
重
ね
る
た
め
の
舞
台
と
し
て
選

ば
れ
た
の
が
、
長
谷
の
別
荘
だ
っ
た
。
は
じ
め
、
清
顯
は
、
同
じ
学

校
に
通
う
タ
イ
国
の
王
子
た
ち
と
別
荘
に
滞
在
し
て
い
る
こ
と
を
隠

れ
蓑
に
、
夜
間
そ
こ
を
抜
け
出
し
、
總
子
に
逢
い
に
行
く
の
だ
が
、

や
が
て
、
知
人
の
車
を
使
っ
て
總
子
を
別
荘
に
呼
び
寄
せ
、
夜
を
共

に
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
別
荘
は
、
物
語
の
進
行
に
と
っ
て
重
要
な
舞
台
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
、
別
荘
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、「
先
代
が

建
て
た
茅
葺
の
家
は
数
年
前
に
燒
亡
し
、
現
侯
爵
は
た
だ
ち
に
そ
の

あ
と
へ
和
洋
折
衷
の
十
二
の
客
室
の
あ
る
邸
を
建
て
、
テ
ラ
ス
か
ら

南
へ
ひ
ら
く
庭
全
體
を
西
洋
風
の
庭
園
に
改
め
た
」（
二
〇
七
頁
）

と
記
さ
れ
て
い
る
程
度
で
、
そ
れ
ほ
ど
詳
し
い
描
写
は
さ
れ
て
い
な

い
。
長
谷
の
別
荘
は
、
そ
の
造
り
が
ど
う
か
と
い
う
よ
り
、
東
京
か

ら
の
距
離
を
最
優
先
に
選
ば
れ
た
に
違
い
な
い
。

文
学
館
に
つ
い
て
の
資
料
（
注
）
に
あ
た
っ
て
み
る
と
、
こ
の
建

物
は
旧
加
賀
藩
、
前
田
家
の
別
邸
と
し
て
明
治
二
十
三
年
に
建
て
ら

れ
た
も
の
で
、
古
い
建
物
は
明
治
四
十
三
年
に
焼
失
し
た
と
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
の
所
は
、「
春
の
雪
」
の
設
定
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の

後
、
昭
和
十
一
年
に
、
現
在
の
和
洋
折
衷
の
建
物
に
改
築
さ
れ
た
と

あ
る
か
ら
、
大
正
初
期
と
い
う
小
説
の
舞
台
設
定
と
は
時
期
が
合
わ

な
い
。

改
築
後
も
前
田
家
が
所
有
し
、
昭
和
五
十
八
年
に
前
田
家
か
ら
鎌

倉
市
に
譲
渡
さ
れ
、
昭
和
六
十
年
に
文
学
館
と
し
て
開
館
を
迎
え
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
三
島
が
こ
の
作
品
を
執
筆
し
て
い
た
昭
和
四
十

年
頃
に
は
元
首
相
の
佐
藤
栄
作
が
別
荘
と
し
て
借
用
し
て
お
り
、
三

島
は
そ
こ
に
取
材
に
訪
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

（
注
）

鎌
倉
文
学
館
の
建
物
は
、
市
の
景
観
重
要
建
物
等
の
指
定

第
一
号
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
資
料
を
参
照
し
た
。
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【
帯
解
・
円
照
寺
】

三
島
が
、「
春
の
雪
」
の
最
後
と
四
部
作
の
最
終
巻
「
天
人
五

衰
」
の
最
後
の
舞
台
に
選
ん
だ
の
は
、
奈
良
か
ら
桜
井
線
で
二
駅

行
っ
た
所
に
あ
る
月
修
寺
で
あ
る
。
昔
、
読
ん
だ
と
き
に
は
、
そ
れ

が
実
在
の
寺
な
の
か
ど
う
か
、
実
在
だ
と
す
れ
ば
何
処
に
あ
る
の
か

と
い
っ
た
こ
と
は
全
く
意
に
介
さ
な
か
っ
た
が
、
毎
年
の
よ
う
に
地

図
を
片
手
に
京
都
、
奈
良
方
面
に
出
か
け
る
よ
う
に
な
っ
た
昨
今
、

奈
良
近
郊
に
そ
の
よ
う
な
寺
が
あ
っ
た
ろ
う
か
と
疑
問
に
思
う
よ
う

に
な
っ
た
。

「
春
の
雪
」
で
は
、
大
阪
の
病
院
で
堕
胎
手
術
を
受
け
た
總
子
が
、

母
親
に
伴
わ
れ
て
暇
乞
い
に
月
修
寺
を
訪
れ
、
そ
こ
で
自
ら
髪
を
下

ろ
し
て
し
ま
う
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

「
・
・
・
二
人
は
十
一
月
十
八
日
の
午
下
が
り
、
櫻
井
線
帯
解
の

驛
に
下
り
立
つ
た
。
ま
こ
と
に
美
し
い
小
春
日
和
で
黙
つ
て
い
る
娘

を
憚
り
な
が
ら
も
、
伯
爵
夫
人
の
心
は
和
ん
だ
。」（
三
〇
五
頁
）
駅

で
車
を
呼
ん
で
も
ら
う
と
二
人
は
そ
れ
に
乗
り
込
み
月
修
寺
へ
と
向

か
う
。「
あ
ま
り
う
ら
ら
か
だ
つ
た
の
で
、
二
臺
の
俥
は
幌
を
外
し

て
走
つ
た
。
二
三
の
旅
籠
の
あ
る
町
を
抜
け
て
、
し
ば
ら
く
田
の
間

の
道
を
ゆ
き
、
む
か
う
の
山
を
ひ
た
す
ら
目
ざ
し
て
ゆ
く
と
、
そ
の

山
ふ
と
こ
ろ
に
月
修
寺
が
あ
る
の
で
あ
る
。」（
三
〇
六
頁
）

地
図
を
開
け
ば
、
帯
解
駅
も
、
そ
こ
か
ら
人
力
車
で
行
け
そ
う
な

「
む
か
う
の
山
」
も
、
す
ぐ
に
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
月
修

寺
と
い
う
名
の
寺
は
な
い
。
ど
こ
か
の
寺
を
モ
デ
ル
に
し
た
三
島
の

創
作
な
の
だ
ろ
う
と
、
ネ
ッ
ト
上
の
地
図
で
そ
れ
ら
し
い
立
地
に

あ
っ
た
円
照
寺
を
ク
リ
ッ
ク
し
て
み
る
と
、
便
利
な
世
の
中
に
な
っ

た
と
言
え
ば
い
い
の
か
、
あ
ま
り
の
あ
っ
け
な
さ
に
味
気
な
く
な
っ

た
と
言
え
ば
い
い
の
か
、
そ
こ
が
「
春
の
雪
」
の
月
修
寺
の
モ
デ
ル

に
な
っ
た
寺
で
あ
る
こ
と
が
、
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
そ
の
春
の
奈
良
旅
行
で
は
、
私
た
ち
二
人
も
帯
解
の
駅

に
下
り
立
つ
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
駅
の
周
囲
を
少
し
歩
い
て
み

て
、
三
島
は
確
か
に
こ
こ
ま
で
取
材
に
来
た
の
だ
と
い
う
思
い
を
強

く
し
た
。
そ
れ
は
、
作
品
の
中
に
「
・
・
・
線
路
沿
ひ
に
立
ち
並
ぶ

枯
木
が
、
向
う
へ
ゆ
く
ほ
ど
順
々
に
高
く
な
つ
て
、
線
路
を
越
え
る

小
さ
な
陸
橋
ま
で
及
び
、
そ
の
橋
の
袂
に
大
そ
う
美
し
い
黄
色
い
も

の
が
見
え
る
の
に
誘
わ
れ
て
、
夫
人
は
裾
を
か
ら
げ
て
坂
道
を
上
が

つ
た
。（
略
）
陸
橋
と
云
つ
て
も
馬
の
鞍
ほ
ど
に
小
さ
な
木
橋
で
・

・
・
」（
三
〇
五
頁
）
と
い
う
一
節
を
読
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
確
か

に
、
駅
か
ら
道
路
へ
出
る
に
は
緩
い
坂
道
を
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

も
ち
ろ
ん
、
枯
木
も
美
し
い
黄
色
い
も
の
（
小
菊
）
も
あ
る
は
ず
は

な
い
が
、
線
路
に
か
か
る
小
橋
は
、
さ
す
が
に
木
造
り
で
は
な
い
も

の
の
、
今
で
も
馬
の
鞍
の
よ
う
に
し
て
、
そ
こ
に
あ
っ
た
。
三
島
が

取
材
で
こ
こ
を
訪
れ
た
の
は
、
お
よ
そ
半
世
紀
ほ
ど
前
、
そ
し
て
小
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説
の
舞
台
と
な
っ
た
の
は
、
さ
ら
に
そ
の
半
世
紀
以
上
も
前
の
こ
と

で
あ
る
が
、
町
全
体
の
佇
ま
い
は
、
当
時
と
あ
ま
り
変
わ
っ
て
い
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

我
ら
も
山
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
車
を
利
用
し

よ
う
に
も
構
内
タ
ク
シ
ー
は
な
い
し
、
人
力
車
な
ど
あ
ろ
う
は
ず
が

な
い
。
う
ら
ら
か
な
早
春
の
一
日
、「
む
か
う
の
山
」
を
目
指
し
て

歩
き
始
め
た
の
で
あ
る
。
持
っ
て
い
た
地
図
が
非
常
に
大
雑
把
な
こ

と
も
あ
り
（
比
較
的
詳
し
い
奈
良
の
観
光
地
図
は
持
っ
て
い
た
が
、

帯
解
界
隈
は
観
光
ル
ー
ト
か
ら
は
完
全
に
外
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）、

か
な
り
の
方
向
違
い
を
さ
迷
っ
た
と
こ
ろ
で
、
道
端
の
人
家
で
円
照

寺
へ
の
道
を
訪
ね
て
み
る
と
、
ひ
と
山
越
え
る
よ
う
に
し
て
戻
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
三
角
形
の
二
辺

を
歩
く
よ
う
に
し
て
、
よ
う
や
く
円
照
寺
へ
の
到
着
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

下
調
べ
を
し
て
分
か
っ
て
い
た
こ
と
だ
が
、
案
の
定
、
道
路
沿
い

の
門
柱
に
は
「
通
行
禁
止
」
の
看
板
が
掲
げ
ら
れ
、
中
へ
入
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
山
門
は
、
そ
こ
か
ら
山
懐
を
数
百
メ
ー
ト
ル

行
っ
た
所
に
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
總
子
が
逃
げ
込
ん
だ
御
殿
も
そ
の

静
謐
な
庭
園
も
、
こ
の
目
に
収
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
帯

解
ま
で
来
た
お
陰
で
、
三
島
が
、
清
顯
と
總
子
を
こ
こ
ま
で
連
れ
て

来
た
か
っ
た
理
由
が
分
か
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
は
じ

め
は
、
資
料
を
見
て
い
て
、
円
照
寺
が
宮
内
庁
に
縁
の
尼
寺
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
總
子
の
よ
う
な
身
分
の
女
性
が
俗
界
か
ら
身
を
隠
す
に

は
絶
好
の
場
所
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
も
う
一
つ
別
の
解
釈
の
可

能
性
を
示
唆
す
る
情
報
が
、
駅
近
く
の
瀟
洒
な
古
寺
、
帯
解
寺
に

あ
っ
た
。

帯
解
駅
前
の
看
板
に
は
、「
日
本
最
古
安
産
・
求
子
祈
願
所

美

智
子
皇
后

雅
子
・
紀
子
妃
殿
下

安
産
帯
献
納
所
」
の
文
字
が
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
春
の
雪
」
で
は
、
駅
前
に
、「
日
本
最
古

安
産
求
祈
願
願
霊
場
。
文
徳
・
清
和
兩
帝
、
染
殿
皇
后
勅
願
所
。
帯

解
子
安
地
蔵
、
子
安
山
帯
解
寺
」
の
立
て
札
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
、
今
か
ら
百
年

前
の
こ
と
で
あ
る
。
三
島
が
こ
こ
を
訪
れ
た
頃
、
看
板
に
は
「
雅
子

・
紀
子
妃
殿
下
」
の
名
前
は
な
か
っ
た
が
、「
美
智
子
妃
殿
下
」
の

名
前
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
美
智
子
妃
殿
下
の
第
一
子
の
お
誕
生

は
、
昭
和
三
十
五
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

三
島
を
、
間
近
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見
て
来
た
と
い
う
文
芸
評
論

家
の
高
橋
英
郎
は
、
そ
の
著
書
「
三
島
あ
る
い
は
優
雅
な
る
復
讐
」

で
、
興
味
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。

割
腹
自
殺
を
し
た
三
島
の
母
親
を
慰
め
る
た
め
に
三
島
邸
を
訪
れ

た
女
優
の
長
岡
輝
子
が
、「
・
・
・
由
紀
夫
さ
ん
は
、
自
分
の
な
さ
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り
た
い
こ
と
は
ぜ
ん
ぶ
成
し
遂
げ
て
、
そ
れ
こ
そ
藤
原
道
長
の
歌

じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、『
望
月
』
の
本
望
が
か
な
っ
た
方
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
？
・
・
・
」
と
た
ず
ね
る
と
、
母
親
は
、「
・
・
・
で
も
あ
の

子
に
は
ふ
た
つ
だ
け
叶
わ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。」（
略
）「
そ
れ

と
も
う
ひ
と
つ
は
、
結
婚
問
題
で
す
。
本
命
の
人
と
結
婚
で
き
な

か
っ
た
ん
で
す
。・
・
・
お
見
合
い
を
し
て
、
不
成
立
の
縁
談
で
、

唯
一
、
心
残
り
の
方
が
あ
り
ま
し
た
・
・
・
」「
そ
れ
は
・
・
・
ど

な
た
？
・
・
・
」「
・
・
・
正
田
美
智
子
さ
ん
で
す
・
・
・（
略
）・

・
・
も
し
、
美
智
子
さ
ん
と
出
逢
っ
て
い
な
け
れ
ば
、『
豊
饒
の

海
』
は
書
か
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
し
、
自
決
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た

で
し
ょ
う
・
・
・
」（
七
〜
九
頁
）

月
修
寺
、
す
な
わ
ち
円
照
寺
が
舞
台
に
選
ば
れ
た
の
は
、
そ
こ
が

宮
家
と
縁
の
あ
る
寺
だ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
が
（
一
般
人
の
通
行

を
禁
じ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
説
得
力
あ
る
舞
台
設
定
で
は
あ
る
）、

高
橋
の
指
摘
と
帯
解
寺
の
看
板
を
併
せ
読
む
と
、
む
し
ろ
帯
解
寺
の

方
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

高
橋
は
、
同
書
の
あ
と
が
き
で
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

三
島
由
紀
夫
の
遺
作
と
な
っ
た
小
説
『
豊
饒
の
海
』
第
一
巻

『
春
の
海
』
は
、
作
者
が
美
智
子
妃
へ
の
思
い
を
も
と
に
、
想

像
力
の
赴
く
ま
ま
に
書
き
上
げ
た
私
小
説
で
あ
る
。

そ
の
結
末
は
破
天
荒
で
、
こ
れ
が
戦
前
な
ら
ば
不
敬
罪
に
当
た

る
こ
と
を
、
作
者
は
百
も
承
知
で
書
き
進
め
た
。
そ
し
て
そ
の

頃
、
生
涯
の
計
画
と
し
て
、
人
の
意
表
を
衝
く
『
死
に
場
所
』

を
求
め
て
い
た
三
島
は
、
そ
の
完
成
の
日
こ
そ
己
の
自
決
の
日

で
あ
る
と
、
秘
か
に
決
め
て
い
た
。（
二
八
〇
頁
）

【
あ
の
日
の
こ
と
】

あ
の
日
、
日
中
は
穏
や
か
な
小
春
日
和
だ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て

い
る
。

そ
の
年
の
三
月
に
大
学
を
卒
業
し
た
私
は
、
浪
人
中
の
身
で
あ
っ

た
。
今
で
こ
そ
、
大
学
の
留
年
者
、
中
退
者
、
そ
し
て
卒
業
し
て
も

定
職
に
就
か
な
い
浪
人
者
（
ま
だ
、
フ
リ
ー
タ
ー
と
い
う
言
葉
は
な

か
っ
た
）
は
珍
し
く
な
い
が
、
当
時
は
、
そ
う
し
た
輩
の
存
在
が
話

題
に
な
り
始
め
た
ば
か
り
で
、
大
学
を
出
て
か
ら
の
浪
人
は
、
大
学

受
験
の
た
め
の
浪
人
ほ
ど
は
社
会
的
な
認
知
は
得
て
い
な
か
っ
た
。

私
の
父
は
、
当
初
、
私
が
高
校
を
出
た
ら
仕
事
に
就
か
せ
よ
う
と
考

え
て
い
た
ほ
ど
だ
か
ら
、
大
学
出
の
浪
人
な
ど
想
像
さ
え
し
て
い
な

か
っ
た
。
平
た
く
言
え
ば
、
我
が
家
は
そ
れ
く
ら
い
経
済
的
に
余
裕

が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
家
の
状
況
を
分

か
っ
た
上
で
、
大
学
院
の
受
験
を
考
え
、
浪
人
生
活
へ
入
っ
た
の
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だ
っ
た
。

せ
っ
か
く
浪
人
す
る
の
だ
か
ら
、
新
し
い
外
国
語
を
身
に
つ
け
て

み
よ
う
と
、
春
か
ら
、
御
茶
の
水
に
あ
る
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
に
通

い
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
大
学
院
の
入
試
に
は
第
一
外
国
語

と
し
て
の
英
語
に
加
え
て
、
第
二
外
国
語
と
し
て
ド
イ
ツ
語
か
フ
ラ

ン
ス
語
が
課
さ
れ
る
の
が
常
だ
っ
た
。
学
部
時
代
、
第
二
外
国
語
に

ド
イ
ツ
語
を
選
択
し
た
が
、
ア
イ
ン
、
ツ
ヴ
ァ
イ
、
ド
ラ
イ
の
次
、

「
四
」
を
何
と
い
う
の
か
が
分
か
ら
な
い
く
ら
い
の
実
力
だ
っ
た
の

で
、
思
い
切
っ
て
新
し
い
言
葉
を
学
ん
だ
方
が
手
っ
取
り
早
い
だ
ろ

う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
選
ぶ
に
当
た
っ
て
は
、
当

時
読
ん
で
い
た
森
有
正
や
辻
邦
生
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

あ
の
日
、
一
九
七
〇
年
（
昭
和
四
十
五
年
）
十
一
月
二
十
五
日
は
、

一
日
置
き
に
開
講
さ
れ
て
い
る
ム
ッ
シ
ュ
・
Ｓ
の
授
業
の
あ
る
日

だ
っ
た
。
正
規
の
授
業
は
、
二
時
半
頃
か
ら
の
二
時
間
だ
っ
た
と
記

憶
し
て
い
る
が
、
ム
ッ
シ
ュ
・
Ｓ
は
、
ア
テ
ネ
で
も
人
一
倍
熱
心
な

こ
と
で
有
名
な
先
生
で
、
生
徒
た
ち
を
授
業
開
始
の
三
〇
分
以
上
も

前
に
登
校
さ
せ
、
助
手
に
予
備
的
な
授
業
を
さ
せ
て
か
ら
、
自
分
で

本
番
の
授
業
を
行
い
、
そ
の
後
さ
ら
に
助
手
に
復
習
を
さ
せ
る
と
い

う
念
の
入
れ
よ
う
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
か
な
り
中
味
の
濃
い
授
業

だ
っ
た
訳
で
、
毎
回
、
し
っ
か
り
と
予
習
し
て
行
か
な
け
れ
ば
そ
の

日
の
授
業
に
つ
い
て
行
く
の
は
難
し
か
っ
た
。
そ
の
日
も
、
午
前
中
、

テ
キ
ス
ト
を
そ
ら
で
唱
え
、
書
く
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
ま
で
の
予

習
を
済
ま
せ
た
の
だ
っ
た
。
少
し
早
め
の
昼
食
を
と
っ
て
出
か
け
る

準
備
を
し
て
い
た
と
き
、
ラ
ジ
オ
か
ら
あ
の
ニ
ュ
ー
ス
が
飛
び
込
ん

で
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
年
の
七
月
に
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
、「
豊
饒
の
海
」

第
三
巻
「
暁
の
寺
」
を
読
み
始
め
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
今
、
手
に
し

て
い
る
赤
い
カ
バ
ー
の
こ
の
本
を
書
い
た
作
家
が
、
市
ヶ
谷
で
な
に

や
ら
不
穏
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
何
と
も

言
え
な
い
奇
妙
な
感
覚
だ
っ
た
。

特
に
、
熱
烈
な
フ
ァ
ン
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
で

三
島
の
小
説
が
読
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

こ
と
に
、
ひ
ど
く
動
揺
し
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
い
や
、
動
揺
は
、

三
島
の
小
説
が
読
め
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
そ

の
事
件
の
異
様
さ
が
も
た
ら
し
た
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
後

で
取
り
上
げ
る
小
池
真
理
子
の
長
編
「
欲
望
」
に
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー

ス
を
聞
い
た
物
語
の
語
り
手
（
類
子
）
が
、
か
つ
て
三
島
世
界
へ
の

橋
渡
し
を
し
て
く
れ
た
男
友
だ
ち
に
電
話
を
か
け
る
と
い
う
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
、
誰
か
と
話
を
し
た
く

な
る
と
い
う
思
い
は
よ
く
分
か
る
。
私
も
、
そ
の
程
度
の
動
揺
は
し

て
い
た
と
思
う
。
な
ぜ
、
誰
に
も
電
話
を
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う

と
、
そ
う
い
う
話
の
で
き
る
女
友
だ
ち
が
い
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
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ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
う
い
う
と
き
の
友
だ
ち
と
い
う
の
は
、
異
性

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

電
話
で
き
よ
う
が
で
き
ま
い
が
、
浪
人
中
の
私
は
学
校
に
向
か
わ

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
頃
、
電
車
の
な
か
で
携
帯
ラ
ジ
オ
を
聞

く
と
い
う
習
慣
は
、
誰
も
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
か
っ
た
。
家
を
出

て
し
ま
え
ば
、
ほ
と
ん
ど
情
報
は
入
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
三
島
は
腹

を
切
っ
た
ら
し
い
、
首
を
刎
ね
ら
れ
た
ら
し
い
と
い
う
情
報
を
得
た

の
は
、
新
宿
駅
か
御
茶
の
水
駅
の
売
店
の
広
告
を
見
て
の
こ
と
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。

授
業
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
再
び
情
報
遮
断
の
状
態
と
な
っ
た
。

休
憩
時
間
に
地
下
の
カ
フ
ェ
に
行
っ
て
情
報
収
集
を
し
て
み
た
け
れ

ど
、
三
島
は
死
ん
だ
ら
し
い
と
い
う
こ
と
以
外
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
そ
れ
が
事
件
の
す
べ
て
だ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
。

授
業
が
終
わ
っ
て
外
へ
出
た
と
き
、
辺
り
は
す
っ
か
り
暗
く
な
っ

て
い
た
。
復
習
に
い
つ
も
以
上
の
時
間
を
取
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
駅
の
売
店
に
は
、
新
聞
は
一
部
も
残
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に

記
憶
し
て
い
る
。

私
が
、
事
件
の
こ
と
を
気
に
か
け
な
が
ら
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
授

業
を
受
け
て
い
る
頃
、
羨
ま
し
く
な
る
よ
う
な
境
遇
か
ら
、
こ
の
事

件
を
眺
め
て
い
る
人
が
い
た
。

村
上
春
樹
の
長
編
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」（
一
九
八
二
年
）
の
第

一
章
の
表
題
は
「
１
９
７
０
／
１
１
／
２
５
」
で
あ
る
。
語
り
手
で

あ
る
大
学
生
の
「
僕
」
は
、
火
曜
日
の
晩
、「
僕
」
の
ア
パ
ー
ト
に

泊
ま
っ
た
女
友
だ
ち
と
、
翌
日
に
は
武
蔵
野
の
面
影
を
残
す
東
京
郊

外
に
散
歩
に
出
か
け
る
の
が
習
慣
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
年
の
十
一

月
二
十
五
日
は
水
曜
日
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
章
の
副
題
は
、「
水

曜
日
午
後
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
（
こ
の
曜
日
の
設

定
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ム
ッ
シ
ュ
・
Ｓ
の
授
業
は
、

月
・
水
・
金
に
開
講
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
）。

そ
こ
に
は
、
こ
ん
な
シ
ー
ン
が
描
か
れ
て
い
る
。

我
々
は
林
を
抜
け
て
Ｉ
Ｃ
Ｕ
キ
ャ
ン
パ
ス
ま
で
歩
き
、
い
つ

も
の
よ
う
に
ラ
ウ
ン
ジ
に
座
っ
て
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
を
か
じ
っ
た
。

午
後
の
二
時
で
、
ラ
ウ
ン
ジ
の
テ
レ
ビ
に
は
、
三
島
由
紀
夫
の

姿
が
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
映
し
出
さ
れ
て
い
た
。
ヴ
ォ
リ

ュ
ー
ム
が
故
障
し
て
い
た
せ
い
で
、
音
声
は
殆
ど
聞
き
取
れ
な

か
っ
た
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
は
ど
う

で
も
い
い
こ
と
だ
っ
た
。（
二
十
頁
）

そ
の
後
、
二
人
は
ア
パ
ー
ト
ま
で
歩
き
、「
僕
」
は
女
の
子
を
抱

く
・
・
・

＜エッセイ＞
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こ
の
印
象
的
な
Ｉ
Ｃ
Ｕ
キ
ャ
ン
パ
ス
の
シ
ー
ン
の
描
写
に
先
だ
っ

て
、「
一
九
七
〇
年
十
一
月
二
十
五
日
の
あ
の
奇
妙
な
午
後
に
つ
い

て
は
、
今
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。」
の
一
文
が
あ
る
。
こ
の

作
品
を
初
め
て
読
ん
だ
三
〇
代
の
頃
に
は
、「
奇
妙
な
午
後
」
と
い

う
の
は
、
三
島
事
件
が
も
た
ら
し
た
、
あ
の
騒
然
と
し
た
異
様
な
雰

囲
気
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
私
自
身
、
ラ
ジ

オ
の
昼
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
以
来
、
ず
っ
と
落
ち
着
か
な
い
気
分

を
持
ち
続
け
て
い
た
し
、
町
を
歩
い
て
い
る
と
、
明
ら
か
に
周
囲
の

様
子
が
お
か
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
、
読
み
直
し
て
み
て
、
違

う
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
僕
」

は
、
三
島
の
ニ
ュ
ー
ス
に
は
全
く
関
心
を
向
け
て
い
な
い
よ
う
に
読

み
と
れ
る
か
ら
だ
。「
僕
」
は
、
三
島
の
こ
と
な
ど
気
に
も
留
め
ず
、

散
歩
を
早
く
切
り
上
げ
る
と
、
女
の
子
と
ア
パ
ー
ト
へ
向
か
っ
た
の

だ
っ
た
。
こ
の
日
の
午
後
の
奇
妙
さ
が
三
島
事
件
の
こ
と
を
言
っ
て

る
と
し
た
ら
、「
僕
」
は
そ
れ
を
、
ど
こ
で
感
じ
た
と
い
う
の
か
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
日
、「
僕
」
と
女
の
子
と
の
間
で
、
特
に

奇
妙
な
こ
と
は
お
き
て
は
い
な
い
。
物
憂
い
印
象
を
与
え
る
Ｉ
Ｃ
Ｕ

キ
ャ
ン
パ
ス
で
の
散
歩
の
後
、
二
人
の
間
に
セ
ッ
ク
ス
が
あ
り
、
真

夜
中
に
な
っ
て
、「
死
」
に
つ
い
て
言
葉
を
交
わ
し
た
り
す
る
が
、

女
の
子
が
死
ん
だ
の
は
、
そ
れ
か
ら
八
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。

【
山
中
湖
・
三
島
由
紀
夫
文
学
館
】

山
中
湖
畔
に
三
島
由
紀
夫
文
学
館
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
の
は
、

偶
然
の
こ
と
で
あ
る
。

も
う
二
十
年
近
く
も
前
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
こ
の
同
人
誌
の
主

宰
者
、
宗
内
敦
氏
が
勤
務
さ
れ
て
い
た
都
留
文
科
大
学
に
、
非
常
勤

講
師
と
し
て
呼
ば
れ
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
車
で
出
勤
し
た

と
き
に
は
、
帰
り
に
先
生
を
お
乗
せ
し
て
、
高
尾
経
由
で
帰
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
日
、
先
生
は
大
学
に
は
お
い
で
に
な
っ

て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
偶
々
、
体
調
を
崩
さ
れ
て
休
ま
れ
て

い
た
か
、
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
休
暇
を
と
ら
れ
て
い
た
の
か
・
・
・

午
後
の
授
業
が
終
わ
り
、
車
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
で
回
り
道
を
し

て
帰
る
こ
と
に
決
め
、
大
学
前
の
交
差
点
で
車
を
帰
宅
と
は
反
対
の

方
向
に
向
け
た
の
で
あ
る
。
遠
回
り
に
は
な
る
が
、
そ
れ
で
も
、
山

中
湖
を
半
周
ほ
ど
し
て
「
道
志
み
ち
」
を
使
え
ば
、
神
奈
川
県
の
西

寄
り
に
あ
る
我
が
家
へ
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
時
間
の
ロ
ス
に
は
な
ら
な

い
。こ

の
日
が
い
つ
の
こ
と
だ
っ
た
か
、
特
に
暑
く
も
寒
く
も
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
以
外
、
は
っ
き
り
と
し
た
印
象
が
な
い
。
午
後

の
授
業
を
終
え
て
も
暗
く
な
る
に
は
ま
だ
少
し
間
が
あ
っ
た
訳
だ
か

ら
、
春
だ
っ
た
か
・
・
・
い
や
、
木
々
が
紅
葉
し
て
い
た
よ
う
な
気
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が
す
る
の
で
、
秋
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

左
手
に
湖
、
右
手
に
樹
林
帯
を
見
な
が
ら
車
を
走
ら
せ
て
い
た

と
き
で
あ
る
。
樹
林
帯
の
一
部
が
切
り
開
か
れ
、
花
壇
を
配
し
た
公

園
の
よ
う
な
一
画
が
見
え
て
き
た
。
間
も
な
く
そ
の
入
り
口
と
思
し

き
あ
た
り
に
、「
山
中
湖
文
学
の
森
」
の
看
板
が
見
え
、
そ
の
脇
に

「
三
島
由
紀
夫
」
の
文
字
を
認
め
た
と
き
に
は
、
車
は
そ
の
前
を
通

り
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し
ば
ら
く
行
っ
た
所
で
Ｕ
タ
ー
ン
を
し

て
戻
っ
て
き
た
の
だ
っ
た
。

看
板
の
出
て
い
た
門
を
入
る
と
、
道
は
樹
林
帯
の
中
を
登
っ
て

行
き
、
湖
が
全
く
見
え
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
に
少
し
広
め
の
駐
車
場

が
あ
り
、
木
々
の
間
に
白
亜
の
二
階
建
て
の
建
物
が
見
え
て
い
た
。

暗
く
な
る
に
は
ま
だ
多
少
の
時
間
が
あ
っ
た
が
、
入
場
で
き
た
と
し

て
も
、
ゆ
っ
く
り
見
る
時
間
は
な
か
っ
た
。

そ
れ
以
来
、
な
ぜ
三
島
文
学
館
が
山
中
湖
の
畔
に
あ
る
の
か
気

に
な
り
な
が
ら
、
特
に
そ
の
訳
を
知
る
た
め
の
努
力
は
し
て
こ
な

か
っ
た
。
三
島
の
作
品
に
は
、
か
な
り
目
を
通
し
て
き
た
つ
も
り
だ

が
、
山
中
湖
と
縁
の
あ
る
作
品
を
読
ん
だ
覚
え
は
な
か
っ
た
。
三
島

と
富
士
山
麓
を
結
び
つ
け
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
衛
隊
富
士

学
校
へ
の
体
験
入
隊
く
ら
い
の
こ
と
だ
っ
た
。

数
年
後
、
も
う
一
度
そ
こ
を
訪
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
。
こ
の
と

き
は
、
時
間
を
か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
中
を
見
て
回
る
こ
と
が
出
来
た

が
、
三
島
は
生
前
か
ら
、
社
会
に
対
し
て
い
さ
さ
か
「
露
出
傾
向
」

が
あ
り
、
文
学
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
も
公
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

多
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
、
こ
こ
に
来
て
初
め
て
知
っ
た
と
い
う
こ
と

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

一
つ
だ
け
「
お
や
？
」
と
思
っ
た
の
は
、
展
示
室
の
片
隅
の
机

の
上
に
拡
げ
ら
れ
て
い
た
、
遺
作
と
な
っ
た
「
天
人
五
衰
」
の
自
筆

原
稿
の
レ
プ
リ
カ
を
見
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
原
稿
用
紙
を
埋
め

て
い
る
文
字
が
、
ど
こ
か
委
縮
し
て
い
る
よ
う
で
、
三
島
の
筆
跡
で

は
な
い
よ
う
な
印
象
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
掛
け
軸
に
揮
毫
し
た
、

堂
々
た
る
毛
筆
の
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
、
レ
プ
リ
カ
に
あ
る
最

終
章
を
書
き
上
げ
て
市
ヶ
谷
に
向
か
っ
た
と
聞
い
て
も
い
た
の
で
、

さ
す
が
の
三
島
も
動
揺
を
隠
せ
な
か
っ
た
の
か
と
思
っ
た
次
第
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
最
近
に
な
っ
て
、
最
後
の
部
分
の
手
書
き
原

稿
の
写
し
を
見
た
が
、
山
中
湖
で
見
た
と
き
の
印
象
と
は
違
っ
て
、

堂
々
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
、
委
縮
し
た
と
い
う
の
は
、
私
の
先

入
観
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
度
目
に
行
っ
た
と
き
に
は
、
そ
こ
に
文
学
館
が
あ
る
こ
と
は

半
ば
自
明
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
改
め
て
「
な
ぜ
、
こ
の
地
に
？
」

と
、
問
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
今
で
も
、
三
島
の
文
学
館
な
ら
、

馬
込
に
建
て
る
の
が
筋
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

＜エッセイ＞
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【
馬
込
・
旧
三
島
邸
】

大
田
区
馬
込
に
あ
る
旧
三
島
邸
は
、
今
の
職
場
か
ら
、
距
離
的
に

は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
か
な
か
行
く
機
会
が
な

か
っ
た
。
邸
は
、
一
般
公
開
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
私
の
通

勤
経
路
に
入
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
う
ち
に
・
・
・
と
思
っ
て
い
る
間
に
、
白
金
に
通
う
の
も
あ
と

一
年
余
り
と
な
り
、
う
か
う
か
し
て
い
る
と
す
ぐ
に
一
年
な
ど
経
っ

て
し
ま
う
、
知
ら
な
い
う
ち
に
取
り
壊
し
に
あ
う
と
も
限
ら
な
い
と

心
配
に
な
り
、
こ
の
春
（
鎌
倉
文
学
館
の
こ
と
を
知
っ
た
後
で
）、

重
い
腰
を
上
げ
た
の
で
あ
る
。

準
備
の
た
め
に
ネ
ッ
ト
を
開
い
て
み
て
驚
い
た
。
さ
す
が
三
島
と

言
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
死
後
四
十
五
年
（
生
き
て
い
れ
ば
九

十
歳
！
）
に
な
る
と
い
う
の
に
、
現
役
の
作
家
で
も
こ
れ
ほ
ど
の
扱

い
は
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
情
報
の
洪
水
で

あ
る
。
旧
邸
は
馬
込
文
士
村
の
一
画
に
位
置
す
る
こ
と
も
あ
っ
て
、

訪
問
者
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
、
多
く
の
写
真
付
き
で
案
内
が
出
て

い
る
。

他
の
情
報
は
と
も
か
く
、
邸
宅
の
住
所
と
そ
こ
ま
で
の
地
図
を
手

に
入
れ
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。
探
す
方
か
ら
す
れ
ば
、
便
利
な
世

の
中
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
探
さ
れ
る
方
か
ら
す
れ
ば

面
倒
な
世
の
中
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
い
く
つ

か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
入
力
し
て
検
索
す
る
と
、
必
要
な
情
報
は
す
ぐ

に
手
に
入
り
、
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
を
利
用
す
れ
ば
、
臨
場
感
あ
ふ

れ
る
疑
似
踏
査
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

旧
三
島
邸
の
最
寄
り
駅
、
地
下
鉄
の
西
馬
込
駅
は
、
職
場
か
ら
数

駅
の
所
に
あ
る
。
地
図
を
見
る
限
り
、
駅
か
ら
旧
邸
ま
で
は
、
入
り

組
ん
だ
道
を
か
な
り
歩
く
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。
そ
こ
は
、
閑
静
な

住
宅
街
と
い
う
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
が
、
か
な
り
起
伏
に
富
ん
だ
土

地
の
よ
う
で
、
し
か
も
狭
い
路
地
が
迷
路
状
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
ス
ト
リ
ー
ト
ビ
ュ
ー
を
見
な
が
ら
、
余
計
な
こ
と

と
は
思
い
な
が
ら
、
こ
の
辺
の
人
は
、
通
勤
や
通
学
、
買
い
物
な
ど

は
ど
の
よ
う
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
要
ら
ぬ
心
配
を
し
て
し
ま

う
。割

腹
自
殺
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
新
潮
・
一
月
臨
時
増
刊
号
」
に
掲

載
さ
れ
て
い
る
、
自
宅
の
テ
ラ
ス
で
夫
人
と
並
ん
で
寛
ぐ
三
島
の
姿

を
写
し
た
写
真
か
ら
は
、
邸
が
、
辺
り
一
帯
の
家
々
を
睥
睨
す
る
よ

う
な
場
所
に
建
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
主
た
ち
の
い
る
ベ
ラ
ン

ダ
の
す
ぐ
先
か
ら
、
家
々
の
屋
根
が
遥
か
遠
く
ま
で
連
な
り
、
そ
の

彼
方
に
池
上
本
門
寺
の
大
き
な
屋
根
が
覗
い
て
い
る
。
三
階
の
ベ
ラ

ン
ダ
と
は
い
え
、
こ
れ
だ
け
の
眺
望
を
得
る
に
は
、
土
地
自
体
が
か

な
り
の
高
台
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
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西
馬
込
の
駅
で
地
下
鉄
を
降
り
て
地
上
へ
出
た
所
で
方
向
を
見
失

い
、
危
う
く
逆
方
向
に
進
み
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ホ
ー
ム
か

ら
螺
旋
状
の
長
い
階
段
を
登
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
上
に
、
地

上
へ
出
る
と
曇
り
空
、
東
西
南
北
が
す
っ
か
り
分
か
ら
な
く
な
っ
て

い
た
の
だ
。

地
図
と
周
囲
の
建
物
を
照
ら
し
合
わ
せ
、
自
分
の
位
置
が
分
か
っ

て
か
ら
は
、
そ
れ
ほ
ど
手
間
取
ら
ず
に
、
目
的
地
を
目
指
す
こ
と
が

で
き
た
。
た
だ
し
、
そ
こ
は
道
が
縦
横
直
角
に
は
交
わ
ら
ず
、
昔
の

細
い
路
地
が
、
網
の
目
の
よ
う
に
し
て
残
っ
て
い
る
所
で
、
道
順
を

言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
よ
う
な
所
だ
。

旧
邸
は
、
駅
か
ら
十
五
分
程
、
急
な
坂
を
登
り
詰
め
た
所
に
あ
る

は
ず
だ
っ
た
。
い
や
、
坂
は
も
う
少
し
先
ま
で
続
い
て
い
る
よ
う
な

の
で
、
坂
の
中
腹
に
あ
る
と
言
う
べ
き
か
。
ネ
ッ
ト
で
の
踏
査
を
繰

り
返
し
て
き
た
お
陰
で
、
初
め
て
や
っ
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
な
い
。

見
覚
え
の
あ
る
路
地
を
、
右
に
折
れ
左
に
曲
が
り
進
ん
で
行
く
と
、

傾
斜
地
を
利
用
し
て
作
ら
れ
た
ガ
レ
ー
ジ
が
目
に
留
ま
っ
た
。
そ
の

上
が
庭
に
な
っ
て
い
て
、
邸
は
そ
の
奥
に
あ
る
は
ず
だ
っ
た
。
ガ
レ

ー
ジ
に
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
降
り
、
ガ
レ
ー
ジ
と
そ
れ
に
隣
接
す
る
門

の
前
に
は
チ
ェ
ー
ン
が
か
け
ら
れ
、
人
の
出
入
り
が
な
い
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
ガ
レ
ー
ジ
脇
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
壁
に
は
、

腐
食
が
進
ん
で
黒
ず
ん
で
し
ま
っ
た
金
属
製
の
表
札
が
あ
り
、
そ
こ

に
「
三
島
由
紀
夫
」
の
文
字
が
浮
き
出
て
い
た
。

立
ち
止
ま
っ
て
門
の
中
を
覗
き
込
む
よ
う
な
こ
と
は
憚
ら
れ
た
の

で
、
初
め
て
訪
れ
た
知
人
宅
を
探
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
目

を
走
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
門
を
入
っ
た
所
で
、
通
路
は
カ
ギ
型
に

曲
が
っ
て
い
る
た
め
に
、
中
を
見
通
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
一
瞬
垣

間
見
え
た
建
物
の
一
部
か
ら
の
連
想
で
、「
新
潮
」
に
掲
載
さ
れ
て

い
た
、
玄
関
か
ら
門
に
続
く
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
白
ジ
ー
ン
ズ
に
革
ジ

ャ
ン
を
羽
織
っ
て
颯
爽
と
歩
い
て
来
る
ス
ナ
ッ
プ
写
真
を
思
い
出
し

た
。
写
真
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
に
は
「
革
ジ
ャ
ン
パ
ー
姿
で
気
軽
に
外

出
し
た
」
と
あ
る
が
、
彼
は
何
処
へ
行
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

別
に
ど
こ
か
に
出
か
け
る
訳
で
は
な
く
、
あ
れ
は
、
撮
影
の
た
め
の

ポ
ー
ズ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

邸
の
周
囲
を
歩
い
て
み
て
、
改
め
て
、
三
島
が
こ
の
地
に
住
ま
い

を
定
め
た
理
由
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。
彼
が
こ
こ
に
新
居
を
建
て

た
の
は
、
昭
和
三
十
四
年
の
こ
と
、
結
婚
し
た
の
は
そ
の
前
の
年
の

こ
と
で
あ
る
。
今
で
こ
そ
、
西
馬
込
駅
に
は
歩
い
て
出
ら
れ
る
が
、

駅
で
教
え
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
地
下
鉄
の
開
通
は
昭
和

四
十
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
当
時
の
最
寄
り
駅
は
大
森

駅
に
な
ろ
う
か
？
徒
歩
で
簡
単
に
出
ら
れ
る
距
離
で
は
な
い
。
本
人

は
作
家
だ
か
ら
、
通
勤
時
間
な
ど
考
慮
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
が
、

子
ど
も
の
通
学
や
日
常
的
な
外
出
な
ど
の
こ
と
は
考
え
な
か
っ
た
の

＜エッセイ＞
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だ
ろ
う
か
。

小
高
い
丘
の
上
の
住
ま
い
は
、
眺
望
こ
そ
優
れ
て
い
る
も
の
の
、

日
常
の
生
活
に
は
向
い
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
最
近
、
歳
を
取
っ

て
き
た
せ
い
で
、
余
計
に
そ
う
思
う
。
邸
へ
向
か
う
坂
道
の
途
中
で
、

鬱
蒼
と
し
た
樹
木
に
囲
ま
れ
て
打
ち
捨
て
ら
れ
た
よ
う
に
し
て
佇
む
、

一
軒
の
廃
屋
が
目
に
止
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
か
つ
て
は
庭
つ
き
の

瀟
洒
な
住
ま
い
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
車
を
使
う
こ
と
を
想
定
し
て
い

な
か
っ
た
住
人
に
は
、
高
齢
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
は
遺
棄
す

る
し
か
選
択
の
余
地
は
な
か
っ
た
・
・
・
。

そ
ん
な
坂
を
登
っ
た
り
下
り
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
眺
望
の
良

い
高
台
と
い
う
こ
と
が
、
三
島
が
こ
こ
に
家
を
建
て
た
最
大
に
し
て

唯
一
の
理
由
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
思
い
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

自
宅
の
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
、
遠
く
本
門
寺
の
大
屋
根
が
見
え
、
そ
こ
ま

で
の
街
並
み
を
睥
睨
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
三
島
に
と
っ
て
、

こ
こ
は
パ
ル
テ
ノ
ン
の
丘
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
庭
に
は
、
ア

ポ
ロ
ン
の
像
が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
で
は
な
い
か
。
現
実
の
生
活

よ
り
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
優
先
さ
せ
る
の
が
彼
の
生
き
方
だ
っ
た

と
す
れ
ば
、
あ
り
得
な
い
話
で
は
な
い
。
思
え
ば
、
彼
は
、
自
分
の

死
さ
え
も
、
そ
の
よ
う
に
自
分
で
デ
ザ
イ
ン
し
た
の
だ
か
ら
。

【
小
池
真
理
子
・
欲
望
】

小
池
真
理
子
の
長
編
「
欲
望
」
は
、
東
京
郊
外
に
、
馬
込
の
三
島

邸
と
そ
っ
く
り
な
邸
宅
を
建
て
た
男
（
袴
田
亮
介
）
に
つ
い
て
の
、

物
語
の
語
り
手
・
類
子
の
回
想
か
ら
始
ま
る
。

こ
の
邸
宅
は
、「
川
崎
市
多
摩
区
の
は
ず
れ
、
宮
前
区
と
の
境
界

線
に
あ
た
る
一
画
で
あ
っ
た
。
小
田
急
線
の
向
ケ
丘
遊
園
駅
で
降
り

れ
ば
、
徒
歩
で
さ
ほ
ど
の
時
間
も
か
か
ら
な
か
っ
た
」（
一
五
〇

頁
）
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
三
島
の
著
作
の
す
べ
て
と
、

彼
に
関
す
る
夥
し
い
数
の
出
版
物
が
集
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

地
図
を
広
げ
て
み
る
と
、
ど
う
や
ら
そ
こ
は
、
生
田
緑
地
の
一

画
、
日
本
民
家
園
の
近
辺
と
推
測
さ
れ
る
。
邸
宅
は
、
小
高
い
丘
の

上
に
聳
え
て
い
た
と
の
こ
と
だ
か
ら
、
民
家
園
よ
り
は
も
う
少
し
上

の
方
、
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
の
あ
た
り
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
岡

本
太
郎
美
術
館
と
い
う
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
そ
こ
だ
と
駅
か

ら
歩
く
に
は
や
や
遠
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
が

家
か
ら
は
そ
れ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
の
で
、
こ
の
文
章
が
一
段
落
し
た

ら
確
か
め
に
行
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。

袴
田
亮
介
と
妻
の
阿
佐
緒
、
阿
佐
緒
の
中
学
校
時
代
の
同
級
生
、

青
田
類
子
と
秋
葉
正
巳
が
主
た
る
登
場
人
物
で
あ
る
。
阿
佐
緒
、
類

子
、
正
巳
の
人
間
関
係
の
詳
細
に
つ
い
て
は
同
書
を
お
読
み
い
た
だ

く
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
、
三
人
の
人
間
関
係
を
、
極
め
て
大
雑
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把
で
あ
る
が
、
一
種
の
三
角
関
係
で
あ
っ
た
と
の
み
記
し
て
お
こ
う

（
袴
田
を
入
れ
れ
ば
四
角
関
係
か
）。
類
子
に
関
し
て
は
、
能
勢
と

い
う
、
正
巳
と
は
あ
る
意
味
で
対
照
的
な
人
物
と
の
間
で
の
、
濃
厚

な
官
能
世
界
が
描
か
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
同
書
を
お
読
み
い

た
だ
き
た
い
。

三
角
関
係
と
言
っ
た
が
、
こ
の
作
品
で
大
事
な
の
は
、
一
人
の
男

と
二
人
の
女
と
の
関
係
で
は
な
く
、
三
島
由
紀
夫
と
袴
田
亮
介
と
秋

葉
正
巳
の
三
者
関
係
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
袴
田
と
正
巳
は
、

と
も
に
、
ど
こ
か
三
島
と
重
な
り
合
う
人
物
と
し
て
描
か
れ
（
Ｍ
Ａ

Ｓ
Ａ
Ｍ
Ｉ
は
Ｍ
Ｉ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｍ
Ａ
か
ら
の
連
想
だ
ろ
う
）、
作
者
は
二

人
に
つ
い
て
の
描
写
の
中
に
、
さ
り
げ
な
く
、
自
身
の
三
島
論
を
展

開
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
、
袴
田
に
、「
三
島
由
紀
夫
も
書

い
て
い
ま
す
ね
。
キ
リ
ス
ト
教
が
精
神
を
発
明
す
る
ま
で
、
人
間
は

精
神
な
ん
ぞ
必
要
と
せ
ず
、
誇
ら
し
く
生
き
て
い
た
、
と
ね
。
三
島

が
ギ
リ
シ
ャ
人
を
敬
愛
し
た
の
は
・
・
・
」（
二
三
一
ペ
ー
ジ
）
と

語
ら
せ
る
所
や
、
正
巳
に
、「（
袴
田
の
建
て
た
）
あ
の
家
は
、
家
全

体
が
彼
が
演
じ
る
演
劇
の
た
め
の
空
間
に
な
っ
て
い
る
。
ど
の
部
屋

も
ど
の
コ
ー
ナ
ー
も
全
部
、
き
ち
ん
と
計
算
さ
れ
尽
く
し
て
る
っ
て

感
じ
が
す
る
だ
ろ
う
？
一
歩
、
中
に
入
る
と
あ
そ
こ
は
も
う
、
袴
田

さ
ん
が
書
い
た
脚
本
通
り
に
物
語
が
流
れ
て
い
く
演
劇
の
舞
台
な
ん

だ
。（
略
）」
と
語
ら
せ
る
所
に
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
何
の
た

め
に
袴
田
さ
ん
は
、
家
も
人
間
関
係
も
暮
ら
し
方
も
・
・
・
人
生
の

す
べ
て
を
演
劇
に
し
た
が
る
の
？
」
と
い
う
類
子
の
問
い
に
、「
秩

序
が
欲
し
い
か
ら
だ
よ
。（
略
）
彼
自
身
が
混
沌
と
し
て
い
る
ん
だ
。

袴
田
亮
介
と
い
う
人
間
は
、
あ
の
人
が
自
分
で
作
り
上
げ
た
自
己
イ

メ
ー
ジ
の
中
に
し
か
い
な
い
ん
だ
よ
。
現
実
に
は
存
在
し
な
い
も
同

然
な
ん
だ
」（
二
六
八
ペ
ー
ジ
）
と
答
え
さ
せ
、
質
問
し
た
類
子
に

「
あ
な
た
に
よ
く
似
て
い
る
」
と
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ

に
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
程
先
立
つ
と
こ
ろ
で
は
、
類
子
に
、「
・
・
・
い

つ
会
っ
て
も
袴
田
に
は
、
見
事
に
抑
制
さ
れ
尽
く
し
た
何
か
が
感
じ

ら
れ
た
。（
略
）
そ
こ
に
は
、
徹
底
し
た
自
己
隠
蔽
を
続
け
る
た
め

の
、
鎧
の
重
み
ば
か
り
が
感
じ
ら
れ
た
。
彼
は
自
分
が
ま
と
っ
た
堅

固
な
鎧
に
美
し
い
装
飾
を
施
し
、
鎧
で
あ
る
こ
と
を
見
破
ら
れ
な
い

よ
う
に
し
な
が
ら
生
き
る
の
が
好
き
な
人
種
だ
っ
た
。」（
一
四
六

頁
）
と
語
ら
せ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
小
池
の
三
島
評

そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

正
巳
は
、
高
校
時
代
に
遭
っ
た
交
通
事
故
で
下
半
身
に
傷
を
負
い
、

男
性
機
能
が
働
か
な
く
な
っ
た
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
、「
仮
面
の
告
白
」
の
「
私
」
と
通
じ
る
と
こ
ろ
の
あ
る
人
物
設

定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
肉
体
的
な
欲
望
を
遂
げ
る
こ
と
の
な
い
ま

ま
、
正
巳
は
類
子
の
も
と
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
の
最
後
、
平

凡
だ
が
穏
や
か
な
生
活
を
送
る
類
子
が
、
川
崎
の
あ
の
邸
宅
が
火
災

＜エッセイ＞
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に
遭
い
、
ほ
と
ん
ど
の
三
島
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
失
っ
て
閑
居
す
る
袴

田
の
も
と
を
訪
れ
、
目
が
不
自
由
に
な
っ
た
袴
田
に
乞
わ
れ
る
ま
ま

に
、「
天
人
五
衰
」
の
最
後
の
部
分
、
あ
の
月
修
寺
の
庭
園
に
つ
い

て
の
場
面
を
朗
読
す
る
と
こ
ろ
で
、
三
島
由
紀
夫
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ

と
も
言
え
る
こ
の
小
説
は
幕
と
な
る
。

【
白
金
・
入
試
会
場
】

二
〇
一
五
年
の
春
に
遭
遇
し
た
も
う
一
つ
の
「
三
島
由
紀
夫
体

験
」
は
、
入
学
試
験
会
場
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
年
の
二
月
七
日
は
、
勤
務
す
る
大
学
の
入
試
日
に
当
た
っ
て

お
り
、
私
に
は
試
験
監
督
の
仕
事
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
た
。
試
験

監
督
に
は
、
受
験
生
に
対
し
て
試
験
に
関
す
る
諸
注
意
を
与
え
、
試

験
問
題
を
配
っ
て
開
始
の
号
令
を
か
け
て
し
て
し
ま
え
ば
、
あ
と
は

答
案
の
回
収
ま
で
、
不
正
行
為
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
監
視
の
目
を
光

ら
せ
て
い
る
以
外
、
大
し
た
仕
事
は
な
い
。

「
回
答
は
じ
め
！
」
の
合
図
の
後
、
受
験
生
た
ち
が
取
り
組
ん

で
い
る
「
国
語
」
の
問
題
文
を
見
て
、
軽
い
衝
撃
を
覚
え
た
。
問
題

文
の
最
後
に
、「
三
島
由
紀
夫
」
の
名
前
を
認
め
た
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
三
島
の
文
章
が
、
入
試
問
題
に
選
ば
れ
る
の
は
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
驚
い
た
の
は
、
三
月
に
締
め
切
り
を
迎
え
る

「
琅
」
第
二
十
八
号
に
掲
載
予
定
の
原
稿
を
お
お
よ
そ
書
き
上
げ
、

次
の
文
学
館
散
歩
に
「
三
島
由
紀
夫
」
を
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

試
験
問
題
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
文
章
は
、「
芸
道
と
は
何

か
」
と
題
さ
れ
た
、
短
い
評
論
文
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
六
六

年
（
昭
和
四
一
年
）
六
月
、
そ
の
年
の
春
、
歌
舞
伎
を
定
年
退
職
し

た
八
代
目
市
川
團
蔵
が
、
四
国
巡
礼
か
ら
の
帰
途
、
瀬
戸
内
海
を
行

く
船
か
ら
忽
然
と
姿
を
消
し
た
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

三
島
は
、
早
く
か
ら
歌
舞
伎
に
親
し
ん
で
き
て
お
り
、
作
家
と

な
っ
て
か
ら
は
、
い
く
つ
か
の
歌
舞
伎
の
台
本
を
書
く
ほ
ど
の
「
歌

舞
伎
通
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、「
春
の
雪
」
で
、
タ

イ
国
の
王
子
に
歌
舞
伎
を
見
せ
る
こ
と
に
か
こ
つ
け
て
、
そ
こ
を
清

顯
と
總
子
の
逢
瀬
の
場
と
し
て
い
る
し
、
そ
れ
は
き
っ
と
、
三
島
自

身
の
お
見
合
い
の
会
場
が
歌
舞
伎
座
だ
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る

ま
い
。
あ
あ
、
話
が
横
道
に
そ
れ
て
し
ま
っ
た
・
・
・
。

歌
舞
伎
に
詳
し
か
っ
た
三
島
は
、
團
蔵
の
芸
風
や
一
個
人
と
し

て
の
團
蔵
の
生
き
方
を
、
間
近
に
見
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
團
蔵
に
つ

い
て
、「
・
・
・
寡
黙
な
、
ふ
だ
ん
は
決
し
て
己
を
主
張
し
な
い
人

で
、
ど
ん
な
役
で
も
引
き
受
け
、
律
儀
に
舞
台
を
つ
と
め
、
そ
の
決

し
て
面
白
み
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
地
味
な
芸
風
を
押
し
通
し
た
・

・
・
」
と
記
し
て
い
る
。
三
島
の
こ
の
記
述
は
、
私
の
よ
う
な
、
平

凡
な
一
読
者
か
ら
み
る
と
、
こ
と
ご
と
く
、
三
島
と
は
正
反
対
の
特

徴
の
持
ち
主
だ
っ
た
と
し
か
読
め
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
三
島
が
、
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こ
の
團
蔵
の
生
き
方
を
是
と
し
、
そ
の
最
期
を
「
感
動
的
」
と
し
て

い
る
。
入
試
の
解
答
に
関
わ
る
部
分
で
い
う
と
、
そ
の
死
を
、「
雷

の
如
き
批
評
で
あ
っ
た
」
と
形
容
し
、
賛
辞
を
送
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
文
章
が
書
か
れ
た
一
九
六
六
年
は
、
割
腹
自
殺
の
四
年
前

の
こ
と
で
あ
る
。
三
島
は
ま
だ
、
自
ら
の
死
に
つ
い
て
は
具
体
的
に

は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
三
島
は
こ
ん
な
風
に
も
書
い
て
い
る
。「
・
・

・
舞
台
人
生
を
あ
れ
ほ
ど
嫌
っ
た
團
蔵
は
、
自
殺
と
い
う
よ
う
な
人

為
的
な
死
に
方
を
し
、
自
ら
人
生
を
ド
ラ
マ
タ
イ
ズ
し
た
こ
と
に
は
、

人
生
の
尽
き
ぬ
謎
が
あ
る
。
舞
台
人
生
の
非
名
優
は
、
人
生
舞
台
の

大
名
優
に
な
っ
た
。」

三
島
は
、
生
き
て
い
る
間
、
ず
っ
と
人
生
舞
台
で
ド
ラ
マ
を
、

主
役
を
演
じ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
最
後
ま
で
、
そ
う
し
た

生
き
方
を
変
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
三
島
が
、
團
蔵
の
死
を

「
・
・
・
人
生
を
一
個
の
崇
高
な
ド
ラ
マ
に
変
え
、
要
す
る
に
現
実

を
転
覆
さ
せ
た
。」
と
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
っ
た
ら
、
あ
れ

ほ
ど
の
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
死
を
選
択
し
た
三
島
自
身
は
、
自
分
の

死
を
ど
の
よ
う
に
評
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
や
、
評
し
て
欲
し

か
っ
た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
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