
も
う
ひ
と
つ
の

i

l
島
崎
藤
村
『
新
生
』
に
お
け
る

〈
母
性
了
〈
人
間
改
造
〉

の
意
識
を
め
ぐ
っ
て

i
i
i

李

士
山

畑

話
じ
め
に

125 

島
崎
藤
村
の
「
新
生
」
は
、
従
来
、
〈
告
白
〉
文
学
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
藤
村
が
、
姪
こ
ま
子
と
の
近
親

招
姦
の
関
係
を
こ
の
作
品
に
よ
っ
て
公
表
し
た
、
と
読
者
が
受
け
取
っ
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
『
破
戒
」
の
丑
松
の
告
白
に
通
じ
る
も

の
を
吋
新
生
」
に
見
出
し
、
和
町
議
吾
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
1
1
1

辺
新
生
」
は
ま
さ
に
藤
村
自
身
の
〈
破
戒
〉
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

ば
は
、
吋
新
生
い
に
向
け
ら
れ
る
人
々
の
平
均
的
ま
な
ざ
し
を
代
表
し
て
い
る
。
沈
黙
し
て
い
れ
ば
世
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
禁
じ

ら
れ
た
姪
と
の
愛
を
、
わ
ざ
わ
ざ
作
家
本
人
が
作
品
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
〈
告
白
〉
は
、
そ
の
ま
ま
藤
村
の
〈
機
悔
〉
と
し

て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
場
合
、
〈
倣
悔
〉
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
禁
忌
を
犯
し
た
罪
を
告
'
臼
す
る
こ
と
で
、
神
の
裁
き
を
受

け
る
と
と
も
に
、
魂
の
浄
化
を
乞
う
と
い
う
宗
教
的
意
味
合
い
を
内
包
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
『
新
生
』
に
恨
っ
て
い
え
ば
、

〈
告
白
〉
と
〈
繊
悔
〉
が
ほ
ぼ
向
義
語
と
し
て
通
用
し
て
き
で
い
る
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
内
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
新
生
」
は
、
〈
告
白
〉
を
テ

i
マ
と
し
た
小
説
で
も
あ
る
。
主
人
公
の
岸
本
捨
吉
は
、
作
品
の
内
部
で
イ
ン
セ
ス
ト
を
含
む
姪
・
節

子
と
自
分
と
の
恋
愛
関
係
を
、
「
機
悔
同
と
い
う
題
の
小
説
に
し
て
公
表
す
る
。
す
な
わ
ち
『
新
生
」
は
、
作
者
・
藤
村
の
〈
告
白
〉
小
説
で

あ
る
と
同
時
に
、
物
語
世
界
で
主
人
公
の
〈
告
白
〉
小
説
公
表
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
〈
告
白
〉
の
二
重
構
造
を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
意
味
で
、
「
新
生
い
と
い
う
作
品
は
、
主
人
公
の
告
白
が
そ
の
ま
ま
作
家
の
告
白
に
つ
な
が
る
と
い
う
柱
掛
け
を
と
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に

作
品
の
問
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
か
と
忠
わ
れ
る
。

先
行
期
究
の
多
く
が
注
話
し
た
の
は
、
叔
父
と
姪
の
関
係
が
岸
本
の
沼
山
悔
」
の
発
表
を
通
し
て
終
局
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
、
こ
の
作
品
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の
終
盤
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
と
り
わ
け
分
析
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
岸
本
の
吋
俄
悔
」
の
執
筆
と
発
表
の
営
為
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
関
谷
由
美
子
は
、
「
問
問
難
な
事
態
を
実
際
的
手
段
に
よ
っ
て
回
避
す
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
行
き
詰

ま
り
を
絶
対
化
す
る
方
向
に
進
ん
だ
」
と
い
い
、
岸
本
の
執
筆
動
機
を
、
節
子
と
の
関
係
の
解
消
の
現
実
的
な
子
段
と
し
て
捉
え
る
立
場
を
拒

否
し
て
い
る
。
ま
た
、
千
田
洋
幸
は
、
「
一
己
れ
の
書
き
物
を
〈
出
産
〉
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
女
性
に
固
有
の
身
体
機
能
を
〈
書
く
〉
こ
と
に

よ
っ
て
獲
得
し
て
ゆ
く
」
と
い
う
「
も
う
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
刻
ま
れ
た
行
為
」
と
し
て
「
憐
悔
」
の
意
味
を
捉
え
る
。
こ
の
二
つ
の
論
は
、

そ
れ
ぞ
れ
論
点
が
異
な
る
に
し
ろ
、
岸
本
の
「
機
悔
」
発
表
を
意
識
的
な
現
実
打
開
方
策
と
し
て
み
る
立
場
か
ら
距
離
を
お
い
て
い
る
点
で
一

致
し
て
い
る
。
ま
た
、
岸
本
の
「
憐
悔
い
発
表
を
、
吋
新
生
」
発
表
に
よ
る
作
者
藤
村
の
告
白
と
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
二

つ
の
論
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
こ
の
二
つ
の
論
は
、
「
新
生
」
の
執
筆
動
機
を
「
恋
愛
と
金
銭
か
ら
の
自
由
」
と
し
て
捉

え
る
平
野
謙
の
作
関
論
の
流
れ
を
実
践
的
に
克
服
せ
ん
と
し
た
企
て
で
あ
り
、
九

O
年
以
降
の
新
し
い
吋
新
生
」
論
へ
の
試
み
の
典
型
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
立
場
に
も
不
備
が
あ
る
。
「
織
悔
い
を
発
表
し
て
告
白
せ
ん
と
意
図
し
た
岸
本
は
、
そ
れ
以
前
に
も
う
ひ
と
つ
の
告

白
を
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
点
、
が
看
過
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
告
自
と
は
、
般
に
対
し
て
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
岸

本
が
仏
関
西
か
ら
の
婦
朝
を
決
意
し
た
瞬
間
か
ら
常
に
胸
の
輿
に
抱
い
て
い
た
こ
と
が
、
「
せ
め
て
あ
の
捜
だ
け
に
は
一
切
を
打
明
け
よ
う
」
(
二

l

一
二
)
と
い
う
そ
の
心
境
で
あ
っ
た
。
こ
の
捜
に
対
す
る
告
白
の
意
志
は
、
帰
朝
し
た
岸
本
の
意
識
の
片
側
削
に
巣
く
い
、
以
後
、
常
に
彼
の
意

識
を
支
配
す
る
。
『
機
時
」
発
表
の
意
を
決
し
て
か
ら
も
、
捜
に
だ
け
は
自
ら
の
口
で
告
白
し
た
い
と
岸
本
が
思
い
続
け
た
こ
と
も
、
彼
の
般

に
対
す
る
或
る
特
別
な
思
い
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
先
行
研
究
は
、
作
品
構
成
に
お
い
て
肝
心
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
の
部
分

を
看
過
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
、
般
に
対
す
る
岸
本
の
告
白
の
意
志
に
つ
い
て
、
個
別
的
に
注
意
が
払
わ
れ
る
こ
と
が

な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
「
繊
悔
」
発
表
に
よ
る
岸
本
の
対
社
会
告
白
の
前
哨
的
段
階
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
円
破
戒
」
で
、
丑
松
の
告
白
の
相
手
が
猪
子
蓮
太
郎
先
生
個
人
か
ら
生
徒
た
ち
へ
と
変
わ
っ
た
よ
う
に
、
『
新
生
』
の
岸
本
の
告
白
も
、
娘

一
人
を
経
由
し
て
社
会
全
体
に
向
け
ら
れ
て
い
く
手
順
を
踏
む
と
い
う
理
解
が
前
提
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
〈
告
白
〉
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
、

「
新
生
」
と
「
破
戒
」
が
、
よ
く
並
行
的
に
論
じ
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
考
え
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
要
因
は
、
こ
れ
ま
で

の
「
新
生
」
研
究
が
、
作
品
内
世
界
の
孤
立
的
な
分
析
、
あ
る
い
は
作
者
の
私
生
活
と
の
関
連
の
追
求
と
い
う
観
点
に
集
中
さ
れ
す
ぎ
る
傾
向

に
あ
っ
て
、
そ
の
反
面
同
時
代
の
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
充
分
に
考
察
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
捜
に
対
す
る
岸
本
の
告
白
願
望
の
理
由
は
、
股
が
節
子
の
親
だ
か
ら
、
留
守
の
問
自
分
の
子
供
が
出
話
に
な
っ
た
か
ら
と
い
う
程
度
で
、
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表
面
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
、
大
正
期
の
社
会
の
変
化
、
特
に
「
新
生
』
が
連
載
さ
れ
た
大
正
七
、
八
年
頃
の
社
会
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

岸
本
の
捜
へ
の
告
白
の
意
志
は
、
こ
の
作
品
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
行
為
と
し
て
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
て

み
よ
う
。
大
正
期
に
噴
出
し
た
女
性
関
係
の
言
説
、
特
に
大
正
七
、
八
年
に
平
塚
ら
い
で
う
、
与
謝
野
晶
子
な
ど
を
中
心
に
盛
ん
で
あ
っ
た

〈
母
性
保
護
論
争
〉
は
、
吋
新
生
」
と
同
時
期
の
社
会
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
形
づ
く
る
事
象
の
一
つ
で
あ
る
。
千
田
洋
幸
は
、
吋
新
生
」
と

同
時
代
の
女
性
論
・
母
性
論
・
恋
愛
論
な
ど
と
の
関
わ
り
を
指
摘
し
、
「
新
生
」
は
〈
書
く
〉
こ
と
を
通
し
て
女
性
に
し
か
で
き
な
い
〈
産
む
〉

こ
と
を
象
徴
レ
ベ
ル
で
代
理
体
験
し
た
「
〈
産
む
〉
こ
と
の
物
語
」
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
男
/
女
に
ま
つ
わ
る
同
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
!

と
不
可
分
に
か
か
わ
り
あ
」
っ
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
非
常
に
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
る
c

し
か
し
、
千
田
の
論
に
欠
落
し

て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
織
し
た
よ
う
に
、
問
時
代
の
母
性
論
・
女
性
論
の
方
向
性
を
意
識
し
な
が
ら
も
、
節
子
の
〈
母
〉
で
あ
る
般
の
存

在
に
無
自
覚
的
な
部
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
作
品
世
界
を
結
末
へ
と
導
く
岸
本
の
〈
告
白
〉
が
〈
母
性
〉
の
イ
メ
ー
ジ
と
連
動
す
る
行

為
で
あ
る
こ
と
へ
の
詮
索
が
な
さ
れ
て
い
な
い
点
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
吋
新
生
」
と
い
う
作
品
が
〉
開
時
代
の
女
性
関
係
の
言
説
と

単
な
る
象
徴
レ
ベ
ル
で
関
連
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
物
語
の
モ
チ
ー
フ
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
と
直
接
交
渉
し
て
い
る
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い

て
論
を
進
め
る
。
そ
の
考
察
を
通
し
て
、
〈
告
白
に
よ
る
救
済
〉
と
い
う
作
品
の
モ
チ
i
フ
が
、
「
新
生
」
の
テ
キ
ス
ト
を
越
え
た
同
時
代
的
広

が
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
見
き
わ
め
る
と
こ
ろ
に
、
本
稿
の
ね
ら
い
が
あ
る
。
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て
も
う
ひ
と
つ
の
告
白

岸
本
が
自
分
と
姪
節
子
と
の
関
係
を
社
会
に
向
け
て
公
表
す
る
作
品
議
問
悔
」
を
書
き
始
め
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
き
っ
か
け
か
ら
で
あ
っ
た
。

岸
本
は
愛
宕
下
の
方
に
居
て
艇
の
遺
骸
が
火
葬
場
の
方
に
送
ら
れ
た
こ
と
を
関
い
た
。
そ
れ
を
鶴
い
た
日
か
ら
、
彼
は
自
分
の
機
悔
の
稿

を
起
し
た
。
(
中
略
)
彼
は
今
迄
の
岸
本
捨
吉
を
捨
て
、
元
の
一
審
生
に
還
る
つ
も
り
で
、
も
っ
と
明
石
い
自
由
な
世
界
へ
出
て
行
か
う

と

し

た

。

誰

に

も

黙

っ

て

眼

に

見

え

な

い

牢

患

を

出

る

時

が

来

た

。

(

二

の

一

一

O
)
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捜
の
死
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
岸
本
は
「
憐
悔
」
の
稿
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。
こ
の
岸
本
に
と
っ
て
、
「
機
悔
』
を
発
表
す
る
こ
と
の
意
味

は
、
「
今
迄
の
岸
本
捨
吉
を
捨
て
」
て
「
も
っ
と
明
る
い
自
由
な
世
界
」
を
自
指
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
の
自
分
と
決
別

し
て
、
〈
自
由
〉
と
〈
新
生
〉
を
求
め
る
こ
と
が
、
岸
本
の
「
機
悔
」
発
表
の
意
図
と
も
い
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
も

っ
岸
本
の
吋
機
構
」
執
筆
が
、
な
ぜ
般
の
死
を
境
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
般
に
対
す
る
岸
本
の
意
識
な
い
し
拘
泥
は
、
「
機

悔
い
の
執
筆
や
発
表
と
い
か
な
る
関
係
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
お
こ
っ
て
く
る
。

鍛
が
亡
く
な
る
前
に
、
岸
本
は
病
床
の
捜
に
手
紙
を
書
い
て
い
る
。
内
容
は
、
自
分
と
節
子
と
の
関
係
を
告
白
し
、
許
し
を
求
め
る
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
娘
の
鮪
子
を
通
し
て
渡
さ
れ
た
そ
の
手
紙
を
、
死
ぬ
ま
で
般
は
読
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
「
叔
父
さ
ん
か
ら

手
紙
が
来
て
る
、
あ
の
手
紙
は
人
が
見
る
と
不
可
、
焼
い
て
し
ま
へ
」
(
二
の
一
一
一
)
と
、
兄
に
言
い
渡
し
た
と
い
う
般
の
言
葉
か
ら
岸
本

は
、
自
分
と
節
子
と
の
関
係
を
手
紙
を
書
く
前
に
す
で
に
般
は
知
っ
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
。
だ
が
、
岸
本
に
す
れ
ば
、
捜
が
手
紙
を
読
ん
だ

か
否
か
、
節
子
と
の
関
係
を
事
前
に
知
っ
て
い
た
か
否
か
と
い
う
事
実
の
可
否
は
、
あ
ま
り
重
要
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い

う
の
は
、
そ
の
可
否
が
い
ず
れ
に
し
ろ
、
捜
に
対
す
る
岸
本
の
告
白
そ
の
も
の
の
意
味
が
段
損
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
の
引
用

か
ら
、
般
に
宛
て
た
岸
本
の
手
紙
の
意
味
は
明
ら
か
に
な
る
。
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し
か
し
岸
本
が
実
際
に
自
分
の
為
た
こ
と
を
皆
の
前
に
白
状
し
て
し
ま
は
う
と
思
っ
て
、
本
気
で
そ
の
支
度
に
取
り
掛
ら
う
と
し
た
の
も
、

娘
に
宛
て
た
手
紙
を
書
い
た
時
か
ら
で
あ
っ
た
。
(
中
略
)
捜
に
宛
て
た
手
紙
を
書
い
た
事
は
、
こ
の
岸
本
か
ら
実
際
の
動
き
を
引
出
し

た
。
漸
く
彼
は
自
分
の
意
志
か
ら
進
む
こ
と
が
出
来
さ
う
に
成
っ
て
来
た
。
彼
は
種
々
な
方
面
か
ら
自
分
の
身
に
集
っ
て
来
る
朗
笑
を
予

期
し
た
。
非
難
を
予
期
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
社
会
的
に
葬
ら
る
〉
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
も
予
期
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
多

年

被

の

携

は

っ

て

居

た

学

芸

の

世

界

か

ら

退

か

な

け

れ

ば

成

ら

な

い

や

う

な

こ

と

を

も

|

|

(

二

の

一

O
八
)

(
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
同
様
)

こ
の
引
用
文
を
通
し
て
明
確
に
な
る
こ
と
は
、
捜
に
告
白
の
手
紙
を
書
い
た
こ
と
が
、
岸
本
の
「
織
地
』
発
表
の
実
質
的
な
動
思
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
い
ろ
/
¥
な
人
が
機
悔
を
書
い
た
例
に
倣
っ
て
」
(
二
の
九
二
乙
自
分
も
節
子
と
の
秘
密
を
著
作
の
形
で
発
表
し

た
い
と
思
い
起
こ
し
な
が
ら
も
、
「
黙
っ
て
置
き
さ
へ
す
れ
ば
も
う
知
れ
ず
に
済
む
事
」
(
二
の
一

O
八
)
を
わ
ざ
わ
ざ
告
白
す
る
こ
と
の
も
た



ら
す
波
紋
の
大
き
さ
を
知
ら
な
い
岸
本
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
「
織
悔
」
の
執
筆
を
た
め
ら
い
悩
ん
で
い
た
。
そ
の
岸
本
に

書
く
「
自
分
の
意
志
」
を
確
認
さ
せ
、
執
筆
に
臨
む
「
実
擦
の
動
き
」
を
牽
引
し
た
の
が
、
「
般
に
宛
て
た
手
紙
を
書
い
た
事
」
で
あ
る
と
引

用
文
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
手
紙
を
通
し
た
岸
本
の
酬
は
へ
の
告
白
は
、
夜
間
情
」
発
表
と
い
う
、
対
社
会
告
白
の
リ
ハ
ー
サ
ル
的

な
も
の
の
役
割
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
は
「
機
悔
』
発
表
へ
の
決
断
を
牽
引
す
る
決
定
的
行
為
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
え

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
紙
に
よ
る
岸
本
の
告
白
に
よ
っ
て
娘
、
が
彼
の
告
白
を
受
け
入
れ
て
く
れ
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
以
前

に
自
分
と
節
子
と
の
関
係
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
の
核
心
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
〈
告
白
〉
と
い
う
行
為
そ
の

も
の
で
あ
り
、
岸
本
が
般
に
〈
告
'
臼
〉
を
実
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
事
実
こ
そ
が
、
「
儲
悔
」
と
い
う
作
品
の
発
表
を
う
な
が
す

動
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
新
生
」
と
『
破
戒
」
は
よ
く
比
較
し
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
こ
の
〈
告
白
〉
と
い
う
点
を
核
に
な
が
め
る
と
、
主
人
公
の
〈
告
白
〉
に
ギ
ャ
ッ

プ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
内
破
戒
』
の
場
合
、
主
人
公
の
丑
松
は
、
猪
子
先
生
へ
の
告
白
が
果
た
せ
な
か
っ
た
ま
ま
、
い
や
果
た
せ
な
か
っ

た
の
で
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
徒
た
ち
の
前
で
打
ち
明
け
る
に
至
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
新
生
」
の
岸
本
は
、
捜
へ
の
告
白
を

果
た
し
た
こ
と
が
逆
に
「
機
悔
』
発
表
の
牽
引
と
な
る
。
つ
ま
り
、
前
者
の
場
合
、
告
白
の
不
移
行
が
新
た
な
る
告
白
の
契
機
と
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
反
語
、
後
者
の
場
合
、
逆
に
告
白
の
移
行
こ
そ
が
新
た
な
る
告
自
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
者
に
お
け
る
主
人
公
の
〈
告

白
〉
は
、
願
望
が
最
初
、
あ
る
昭
人
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
は
一
致
す
る
。
ま
た
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
〈
告
白
〉
が
自
分
の
教

え
る
生
徒
と
作
品
を
読
む
読
者
と
い
う
差
異
は
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
も
社
会
に
向
け
て
発
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
も
一
致
す
る
。

し
か
し
、
個
人
か
ら
社
会
へ
と
告
白
の
椙
手
が
移
行
し
て
い
く
そ
の
過
程
の
内
実
は
、
両
作
品
に
お
い
て
明
ら
か
に
対
照
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
キ
リ
ス
ト
教
は
救
い
の
宗
教
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
告
白
の
宗
教
で
あ
る
」
と
い
う
ブ

i
コ
!
の
こ
と
ば
を
引
用
す
る
ま
で

も
な
く
、
〈
告
白
〉
は
、
そ
も
そ
も
宗
教
的
な
、
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
的
な
行
為
で
あ
り
言
葉
で
あ
る
。
〈
告
白
〉
に
磁
む
者
が
そ
れ
を
実
践

す
る
際
、
罪
を
打
ち
明
け
許
し
を
乞
う
の
は
、
「
神
に
た
い
し
て
、
も
し
く
は
集
団
の
な
か
で
他
の
人
々
に
た
い
し
て
」
(
印
日
頁
)
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
、
〈
告
白
〉
の
相
手
は
、
ま
ず
神
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
の
代
理
人
で
あ
る
司
祭
な
ど
信
仰
を
閉
じ
く
し
て
い

る
教
会
の
内
部
の
人
々
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
前
提
さ
れ
る
の
は
、
罪
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
集
団
の
内
部
の
人
々
が
、
秘
密
を
守
り
、
そ
の
罪

の
内
容
を
外
部
の
人
々
に
絶
対
に
漏
ら
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
守
秘
義
務
で
あ
る
。
そ
し
て
、
告
白
者
の
罪
の
痛
々
し
さ
を
皆
が
同
じ
く
背

負
う
と
い
う
の
が
、
互
い
に
〈
告
白
〉
し
合
う
、
教
会
と
い
う
共
同
体
の
ル
!
ル
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
も
っ
〈
告 を

-68-

129 



130 

白
〉
の
意
味
を
よ
り
明
示
す
る
こ
と
ば
が
、
〈
繊
海
〉
・
〈
告
解
〉
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
二
つ
の
こ
と
ば
は
狭
義
の
〈
告
白
〉
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
岸
本
の
般
に
対
す
る
告
白
は
、
狭
義
の
〈
告
白
〉
、
す
な
わ
ち
〈
機
博
〉
の
性
格
に
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
教
会
で
は
な
い
に
し
ろ
、
搬
は
、
明
ら
か
に
〈
家
〉
と
い
う
共
同
同
体
の
内
部
の
人
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
彼
女
が
岸
本
の
秘
密
を

外
部
に
暴
く
こ
と
は
、
ま
ず
な
い
と
思
う
こ
と
が
妥
当
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
娘
は
、
節
子
の
母
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
、
岸
本
の
罪

を
一
緒
に
背
負
う
し
か
な
い
存
在
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
岸
本
の
「
織
悔
」
発
表
と
い
う
対
社
会
告
白
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
岸
本
自
身
が
「
機
構
」
発
表
に
つ
い
て
、

あ
て
は

自
己
の
破
壊
に
も
等
し
い
横
悔
l
l
b
彼
は
俄
悔
と
い
ふ
言
葉
の
意
味
が
架
し
て
こ
う
い
う
斯
う
い
ふ
場
合
に
宛
誠
ま
る
か
奈
何
か
と
以
思

っ
た
が
l

l
そ
の
結
果
が
自
分
に
及
ぼ
す
影
響
の
恐
ろ
し
さ
を
思
ふ
と
、
猶
吏
蹄
路
し
な
い
訳
に
い
か
な
か
っ
た
。
(
二
の
九
二
)

岸
本
は
の
発
表
が
「
自
分
に
及
ぼ
す
影
響
の
恐
ろ
し
き
」
を
思
い
、
そ
れ
を
鰐
賭
し
て
い
る
。
そ
の
行
為
が
、
や
や
も
す
れ
ば
、

背
徳
者
と
い
う
世
間
の
非
難
を
自
分
に
浴
び
せ
「
自
己
の
破
壊
」
を
招
く
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
岸
本
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
そ

あ
て
は

の
危
慎
の
念
と
と
も
に
彼
が
抱
く
一
つ
の
疑
問
は
、
吋
憐
悔
」
の
発
表
が
、
は
た
し
て
〈
機
悔
〉
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
に
「
宛
椴
ま
る
か
奈

何
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
品
化
に
よ
る
秘
密
の
公
表
が
、
果
た
し
て
〈
憐
悔
〉
に
該
当
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ

る
。
で
は
、
岸
本
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
抱
く
の
か
。
そ
の
理
由
は
、
引
用
文
の
文
脈
か
ら
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
岸
本
に
と
っ
て

〈
機
鵠
〉
と
は
、
告
白
者
の
〈
破
壊
〉
で
は
な
く
〈
救
済
〉
を
も
た
ら
す
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
体
の
内

側
の
人
々
だ
け
が
秘
密
を
共
有
す
る
は
ず
の
〈
繊
海
〉
の
本
来
の
意
義
が
、
秘
密
を
作
品
化
し
社
会
に
公
表
す
る
行
為
に
よ
っ
て
、
は
た
し
て

担
保
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
岸
本
が
疑
っ
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
岸
本
は
「
自
分
の
身
に
集
ま
る
瑚
笑
と
非
難
」
を
含
む

「
自
己
の
破
壊
」
(
二
の
一

O
五
)
を
予
期
し
な
が
ら
も
、
「
俄
悔
」
の
発
表
に
踏
み
切
る
。
そ
の
行
為
は
、
「
自
己
明
一
部
は
同
時
に
自
己
破
壊

で
あ
る
」
と
い
う
〈
告
白
〉
の
本
奨
を
自
ら
証
明
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
捜
へ
の
告
白
は
〈
憐
悔
〉
と

も
換
言
で
き
る
狭
義
の
〈
告
白
〉
に
、
「
機
柿
問
』
発
表
に
よ
る
対
社
会
告
白
は
法
義
の
〈
告
白
〉
に
そ
れ
ぞ
れ
近
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
、
作
品
の
題
を
〈
繊
悔
v

と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
来
の
〈
機
悔
〉
の
性
格
に
よ
り
近
接
し
て
い
る
の
は
、
「
憐
悔
」
の
発
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表
で
は
な
く
、
む
し
ろ
娘
へ
の
告
白
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
「
新
生
』
の
二
つ
の
〈
告
白
〉
が
と
も
に
、
に
出
し
て
言
う
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
れ
を
言
語
化
し
た

者
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
招
く
外
的
結
果
と
は
関
係
な
く
、
内
在
的
な
変
化
が
生
じ
る
よ
う
な
儀
式
」
で
あ
る
こ
と
に
は
相
興
が
な
い
。
岸
本

が
股
へ
の
告
白
を
通
し
て
「
儲
悔
」
発
表
へ
の
意
志
を
屈
め
て
い
く
吋
新
生
」
の
〈
告
白
〉
の
一
連
の
過
程
は
、
告
白
が
も
た
ら
し
た
岸
本
の

「
内
在
的
な
変
化
」
を
託
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
〈
告
白
〉
が
単
に
秘
密
を
打
ち
明
け
る
と
い
う
言
語
表
現
の
一
形
式
と
し
て
だ
け
で

は
な
く
、
「
内
在
的
変
化
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
宗
教
的
行
為
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
化
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
告
白
を
媒
八
八
と
し
て
、

岸
本
が
そ
れ
ま
で
の
自
分
を
捨
て
て
「
明
る
い
自
由
な
世
界
」
へ
出
ら
れ
る
と
信
じ
て
い
る
の
も
、
〈
告
白
〉
を
「
そ
の
人
間
を
無
実
に
し
、

そ
の
罪
を
婿
い
、
彼
を
純
化
し
、
そ
の
過
ち
の
重
荷
を
お
ろ
し
、
解
放
し
、
救
済
を
約
束
」
し
て
く
れ
る
宗
教
的
行
為
と
し
て
彼
が
理
解
し
て

い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
告
白
者
と
告
白
相
手
と
の
関
係
性
で
あ
る
。
岸
本
の
場
合
、
そ
の
告
白
相
手
は
ま
ず

捜
で
あ
る
。一

一
、
〈
母
性
〉

へ
の
意
識
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岸
本
は
、
兄
義
雄
が
娘
ヘ
自
分
と
節
子
と
の
「
秘
密
を
隠
し
た
」
(
二
の
一

O
六
)
こ
と
、
節
子
ま
で
が
母
親
に
「
打
明
け
て
詫
び
る
」
こ

と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
恨
む
ほ
ど
の
も
ど
か
し
い
心
を
抱
い
て
い
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
彼
ら
の
な
か
の
誰
か
が
自
分
の

代
わ
り
に
打
ち
明
け
て
く
れ
た
な
ら
、
彼
が
わ
ざ
わ
ざ
般
に
告
白
す
る
必
要
も
、
そ
の
た
め
の
心
の
葛
藤
も
無
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
捜
に
「
秘
密
」
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
の
を
岸
本
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
も
ど
か
し
く
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ

ば
、
般
に
対
す
る
岸
本
の
執
抑
な
こ
だ
わ
り
を
意
味
す
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
、
そ
の
こ
だ
わ
り
と
〈
告
白
〉
の
対
象
者
の

選
択
が
結
び
つ
く
の
だ
ろ
う
か
。

フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
毘
途
上
の
船
に
乗
り
込
ん
だ
と
き
、
岸
本
の
心
境
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
せ
め
て
娘
だ
け
に
は
む
間
引
け
よ
う
、

そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
詫
び
よ
う
」
(
二
の
三
)
。
つ
ま
り
、
岸
本
に
と
っ
て
、
娘
へ
の
〈
告
白
〉
と
は
〈
打
ち
明
け
る
〉

ζ

と
で
あ
り
、

お
の
れ
の
犯
し
た
行
為
を
〈
詫
び
る
〉
こ
と
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
〈
赦
し
を
求
め
る
〉
行
為
で
あ
る
。
す
る
と
、
岸
本
の
〈
打
ち
明
け
〉

は
、
放
さ
れ
る
べ
き
何
ら
か
の
罪
を
犯
し
た
と
思
う
か
ら
で
あ
り
、
〈
詫
び
る
〉
の
は
、
自
分
が
当
の
柏
手
に
対
し
て
何
か
思
い
こ
と
を
し
た

131 



132 

と
認
識
し
て
い
る
か
ら
と
い
う
と
と
に
な
る
。
自
分
が
惑
い
こ
と
を
し
た
と
思
え
る
の
は
、
自
分
を
相
手
の
立
場
に
立
た
せ
る
こ
と
が
出
来
る

と
き
に
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
招
子
に
感
情
移
入
し
た
自
分
が
棺
手
と
情
緒
的
共
感
関
係
が
生
じ
た
と
き
に
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
。
で

は
、
岸
本
は
般
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
情
緒
的
共
感
を
持
っ
た
た
め
に
、
彼
女
に
悪
い
こ
と
を
し
た
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か

D

当
然
、
出
て
く

る
答
え
は
、
般
も
岸
本
も
子
供
を
も
っ
親
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
岸
本
と
般
に
共
通
す
る
境
遇
は
そ
れ
し
か
な
い
。
自
分
も
子
供
を
も
っ
親

だ
か
ら
乙
そ
、
岸
本
は
節
子
の
親
で
あ
る
娘
の
位
置
に
'
臼
分
を
立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
で
、
般
に
惑
い
こ
と
を
し
た
と
患
い
、
打
ち
明

け
る
こ
と
で
詫
び
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
岸
本
は
節
子
の
も
う
一
人
の
親
で
あ
る
兄
義
雄
に
対
し
て
は
、
い
ち
早
く
〈
告
白
〉
を
済

ま
し
て
い
る
。
節
子
の
親
に
対
す
る
謝
罪
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
兄
の
義
雄
一
人
で
も
充
分
で
あ
っ
た
。
家
父
長
制
の
家
に
お
い
て
、
家
族

構
成
員
の
意
志
を
統
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
家
長
の
父
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
節
子
の
親
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、
岸
本

が
こ
こ
ま
で
捜
に
対
す
る
〈
告
白
〉
を
義
務
と
感
ず
る
必
然
性
は
な
い
と
い
え
な
く
も
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
岸
本
が
般
へ
の
〈
告
白
〉
を
願

う
意
志
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

テ
キ
ス
ト
に
戻
ろ
う
。
岸
本
の
渡
仏
の
問
、
彼
の
子
供
述
の
世
話
を
し
て
く
れ
た
の
は
娘
で
あ
る
。
そ
の
世
話
の
た
め
、
艇
は
わ
ざ
わ
ざ

「
祖
母
さ
ん
や
一
郎
を
引
連
れ
、
郷
里
の
方
か
ら
出
て
来
て
呉
れ
た
」
(
二
の
五
三
)
の
で
あ
る
。
岸
本
の
都
合
の
た
め
に
授
が
故
郷
を
離
れ

る
し
か
な
か
っ
た
こ
と
、
子
供
の
世
話
役
を
担
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
、
岸
本
が
捜
に
患
を
被
っ
た
と
す
る
理
由
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
捜
に

悪
い
と
思
い
、
感
謝
し
て
い
る
岸
本
の
心
境
は
、
吋
新
生
』
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
明
ら
か
に
み
て
と
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
負
い

B
が
捜
に
対
す
る
切
実
な
〈
告
白
〉
願
望
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
岸
本
を
嬢
へ
の
〈
告
白
〉
に
至
ら
せ
る

も
の
は
別
に
あ
る
。
次
の
引
用
を
み
よ
う
。

「
た
し
か
親
夫
と
い
ふ
名
、
た
つ
け
ね
。

こ
ん
な
知
ら
な
い
子
供
の
存
在
を
考
へ
て
見
た
ば
か
り
で
も
心
の
震
へ
た
旅
の
当
時
に
比
べ
る
と
、
岸
本
は
全
く
別
の
心
持
で
節
子
の
前

に
そ
れ
を
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
成
っ
た
。
節
子
は
ま
た
、
罪
過
そ
の
も
の
も
今
は
も
う
懐
か
し
い
と
い
ふ
面
持
で
、
(
中
略
)
不

幸
で
、
し
か
も
幸
福
な
子
供
、
が
生
み
の
親
に
も
劣
ら
ぬ
親
切
な
両
親
を
得
て
、
平
和
な
農
家
の
家
庭
に
養
は
れ
て
居
る
と
い
ふ
話
に
な
る

と
、
彼
女
の
顔
に
は
若
い
母
ら
し
い
特
別
な
表
情
さ
へ
浮
ん
だ
。
(
中
略
)

し
ば
ら
く
節
子
の
話
は
途
切
れ
た
。
そ
の
沈
黙
の
何
で
あ
る
か
は
物
を
言
ふ
よ
り
も
は
っ
き
り
と
岸
本
の
胸
に
通
っ
て
来
た
。

-65ー



「
お
前
の
お
母
さ
ん
は
、
一
体
奈
何
な
ん
だ
ら
う
。
」
と
岸
本
は
そ
の
沈
黙
の
続
い
た
後
で
4

一
百
出
し
た
。

「
お
母
さ
ん
は
?
の
の
事
」
を
知
っ
て
る
ん
だ
ら
う
か
|
|
|
」

「
お
母
さ
ん
は
知
っ
て
居
ま
せ
う
よ
。
』
と
節
子
が
言
っ
た
。
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自
分
た
ち
の
問
に
生
ま
れ
た
が
里
子
に
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
親
夫
」
と
い
う
男
の
子
に
つ
い
て
、
岸
本
と
節
子
が
話
し
合
っ
て
い
る
場
面

で
あ
る
。
節
子
が
そ
の
子
を
出
産
す
る
と
き
フ
ラ
ン
ス
に
滞
在
し
て
い
た
岸
本
は
、
当
然
そ
の
子
に
対
面
し
た
こ
と
が
な
い
。
岸
本
に
と
っ
て

親
夫
は
「
知
ら
な
い
子
供
」
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
節
子
と
の
潤
で
も
そ
の
子
に
つ
い
て
は
触
れ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
岸
本
が
親
夫
に
つ

い
て
「
初
め
て
い
ろ
/
¥
な
話
に
触
れ
」
て
い
る
の
が
、
こ
の
引
用
の
場
顕
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
親
夫
と
い
う
子

供
に
関
す
る
記
述
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
親
夫
の
話
題
を
通
し
て
、
抑
圧
さ
れ
て
い
た
節
子
の
母
ら
し
さ
が
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
し
て
結
局
は
「
捜
」
へ
の
話
に
移
っ
て
い
く
と
い
う
引
用
文
全
体
の
話
題
の
転
移
過
程
に
対
し
て
で
あ
る
。
親
夫
、
節
子
、
慢

の
三
者
の
関
係
性
は
単
純
明
確
で
あ
る
。
節
子
は
親
夫
の
母
で
あ
り
、
捜
は
そ
の
節
子
の
母
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
親
夫
に
関
す
る
話
題
は
、

そ
の
母
で
あ
る
節
子
の
母
の
般
の
話
題
に
帰
着
す
る
。
部
子
と
岸
本
の
会
話
が
途
坊
れ
、
沈
黙
の
末
、
多
少
は
皆
突
の
よ
う
に
岸
本
が
言
い
出

す
捜
の
話
は
、
そ
の
意
味
で
、
実
は
自
然
な
話
の
流
れ
と
も
い
え
る
。
そ
の
沈
黙
の
最
中
、
岸
本
の
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
考
え
は
、
親
夫
、
節
子
、

般
の
三
人
を
横
断
す
る
も
の
と
し
て
の
〈
母
子
関
係
〉
で
あ
り
、
そ
の
関
係
を
支
え
る
も
の
と
し
て
の
節
子
、
般
の
〈
母
性
〉
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。
む
ろ
ん
、
親
夫
の
話
題
が
岸
本
と
節
子
の
?
の
の
事
」
を
想
起
さ
せ
、
そ
の
意
識
が
ま
だ
〈
告
白
〉
し
て
い
な
い
娘
へ
の
存
在
に
ま

で
行
き
着
い
た
と
も
い
え
る
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ
の
連
想
の
流
れ
を
支
え
る
の
は
、
岸
本
の
〈
母
性
〉
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
み
て
く
る
と
、
媛
に
対
す
る
岸
本
の
〈
告
白
〉
願
望
は
、
ほ
か
で
も
な
く
、
節
子
の
母
で
あ
る
般
の
〈
母
性
〉
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
に

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
意
識
が
、
節
子
の
内
部
に
め
ざ
め
さ
せ
ら
れ
た
〈
母
性
〉
を
も
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
で
は
、
男
で
あ
る
故
、
〈
父
〉
で
あ
り
得
て
も
〈
母
〉
で
は
あ
り
得
な
い
岸
本
が
、
な
ぜ
彼
女
ら
の
〈
母
性
〉
に
共
感
し
、
〈
母

性
〉
に
意
識
的
で
あ
り
得
る
の
ゆ
た
ろ
う
か
。

岸
本
の
在
り
方
こ
そ
が
、
そ
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
に
な
る
。
岸
本
は
「
母
親
の
な
い
子
供
」
(
二
の
八

O
)
を
抱
え
た
〈
父
親
〉
で
あ
る
。

い
い
換
え
れ
ば
、
岸
本
は
、
子
供
た
ち
の
「
父
親
で
あ
る
、
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
母
親
」
(
二
の
八
五
)
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
岸
本
は
〈
母
〉
の
不
在
と
い
う
事
態
を
樋
め
て
如
実
に
実
感
し
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て
母
の
存
在
の
も
つ
意
味
を
他
の
誰
よ
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り
も
よ
く
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
岸
本
が
抱
く
〈
母
性
〉
へ
の
意
識
は
、
こ
の
よ
う
な
妻
無
き
父
と
い
う
自
分
の
在
り
方
か
ら
も
た
ら
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
岸
本
の
抱
く
〈
母
性
〉
へ
の
こ
だ
わ
り
の
理
由
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
妻
無
き
父
で
あ
る
岸
本
偲
人
の
立
場
を
も
ち
出
す
だ
け

で
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
頻
出
す
る
〈
母
性
〉
へ
の
意
識
と
そ
の
典
型
的
様
栂
と
し
て
の
岸
本
の
娘
へ
の
告
白
願
望
に
対
し
て
、
充
分
な
説
明

が
付
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
岸
本
の
〈
母
性
〉
に
対
す
る
意
識
は
、
理
解
と
共
感
に
基
づ
い
た
友
好
的
な
ま
な
ざ
し
の
形
の
み
で
表

出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
巴
里
の
下
宿
で
節
子
の
手
紙
を
読
ん
だ
と
き
岸
本
が
抱
い
た
心
境
は
、
ま
さ
に
そ
の
反
誌
と
な

る
。
呉
国
に
逃
れ
る
こ
と
で
過
去
の
忘
却
に
努
め
る
岸
本
の
も
と
に
届
い
た
節
子
の
手
紙
は
、
彼
の
期
待
と
は
裏
腹
に
、
「
親
夫
」
と
い
う
こ

人
の
間
の
子
供
に
ま
で
触
れ
な
が
ら
、
二
人
の
関
係
の
継
続
を
諦
め
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
岸
本
は
そ
の
手
紙
に
対
す
る
疑
問
を
、
「
彼

女
の
母
性
に
ま
で
持
っ
て
行
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
が
不
義
の
観
念
を
打
消
さ
う
と
し
て
居
る
の
で
は
な
い
か
」
(
二
の
五
臨
)
と
考
え

た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
節
子
が
、
自
分
と
の
間
に
生
じ
た
「
不
意
の
観
念
」
を
解
消
し
、
二
人
の
関
係
を
持
続
さ
せ
る
た
め

の
道
具
と
し
て
梗
宜
上
、
彼
女
の
「
母
性
」
を
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
岸
本

の
〈
母
性
〉
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
ま
る
で
〈
母
性
〉
が
超
越
的
実
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
陀
立
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
新
生
」
は
〈
母

性
〉
に
対
す
る
意
識
が
氾
濫
し
て
い
る
テ
キ
ス
ト
と
い
え
よ
う
。

円。

一
一
一
、
母
の
代
役
と
し
て
の
父

岸
本
と
節
子
は
お
互
い
の
心
境
を
主
に
手
紙
の
形
で
棉
子
に
吐
露
し
て
い
る
。
岸
本
に
と
っ
て
、
節
子
の
手
紙
は
、
彼
女
の
「
率
直
な
告
白
」

(
二
の
五
侶
)
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
た
。
次
の
引
用
文
は
、
自
ら
子
供
を
養
育
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
子
供
を
連
れ
て
兄
の
家
か
ら
下
宿
に

移
っ
た
岸
本
に
届
い
た
節
子
の
手
紙
の
一
部
分
で
あ
る
。

こ
の
間
お
話
を
う
か
支
っ
て
、
育
児
な
ど
と
い
ふ
こ
と
に
興
味
を
も
っ
て
来
た
と
仰
っ
た
時
、
一
す
不
思
議
の
や
う
に
思
は
れ
ま
し
た
が
、

其
は
や
が
て
男
と
女
の
相
異
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
母
の
名
の
つ
い
た
時
か
ら
で
ご
ざ
い
ま
す
、
白
分
の
失
は
れ
た
も
の

の
為
に
願
っ
た
こ
と
、
そ
れ
か
ら
わ
た
し
が
求
め
て
も
求
め
て
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
を
他
の
子
供
に
と
思
い
立
ち
ま
し
た
。
(
中
略
)



そ
れ
に
も
う
一
つ
は
、
叔
父
さ
ん
か
ら
お
預
り
し
た
幼
い
人
達
な
り
、
自
分
の
弟
な
り
で
、
真
実
の
親
子
で
な
け
れ
ば
通
じ
な
い
や
う
な

ひ
と

と
こ
ろ
が
無
い
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
自
分
の
も
の
だ
か
ら
、
他
の
だ
か
ら
、
な
ど
と
い
ふ
そ
ん
な
考
へ
か
ら
で
な
く
、

奈

何

す

る

こ

と

も

出

来

な

い

も

の

だ

ら

う

か

と

思

ひ

ま

す

。

(

二

の

八

六

)
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こ
の
手
紙
の
な
か
で
、
節
子
は
自
分
の
経
験
を
反
努
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
育
児
の
役
を
担
う
よ
う
に
な
る
岸
本
に
助
言
し
激
励
し
て
い
る
。

「
育
児
」
に
「
興
味
」
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
岸
本
の
言
葉
に
対
し
て
節
子
が
抱
い
た
心
境
は
、
「
不
思
議
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

節
子
に
と
っ
て
、
「
育
児
」
は
、
「
興
味
」
の
対
象
で
は
な
く
、
彼
女
が
「
母
の
名
の
つ
い
た
持
」
か
ら
芽
生
え
た
自
然
の
母
性
本
能
に
動
か
さ

れ
、
や
っ
て
来
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
節
子
は
「
育
児
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
よ
り
母
性
に
め
ざ
め
、
「
男
と
女
の
相
毘
(
」
に

気
付
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
母
に
な
っ
た
節
子
に
は
、
育
て
る
自
分
の
子
供
が
い
な
い
。
親
夫
は
皇
子
に
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
「
競
夫
」
の
代
わ
り
と
し
て
節
子
が
「
育
児
」
し
た
子
供
は
、
「
自
分
の
弟
」
で
あ
り
、
ま
た
「
叔
父
さ
ん
か
ら
お
預
か
り
し
た

幼
い
人
達
」
の
従
弟
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
を
「
膏
見
」
し
た
経
験
に
つ
い
て
節
子
が
岸
本
に
漏
ら
す
「
真
実
の
親
子
で
な
け
れ
ば
通
じ

な
い
や
う
な
と
こ
ろ
が
無
い
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
い
う
感
慨
こ
そ
、
注

E
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
ば
に

介
在
す
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
は
、
「
新
生
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
節
子
の
鰭
人
的
認
識
あ
る
い
は
意
識
の
領
域
を
越
え
た
重
大
な
問
題
を
苧
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
。

〈
自
分
の
子
供
は
実
の
母
が
育
て
る
べ
き
〉
と
い
う
問
題
は
、
「
薪
生
」
の
連
載
と
ほ
と
ん
ど
時
期
を
伺
じ
く
し
て
行
わ
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ

る
〈
母
性
保
護
論
争
〉
の
主
要
テ

i
マ
で
あ
っ
た
。
主
に
平
塚
ら
い
て
う
と
与
謝
野
晶
子
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
こ
の
論
争
に
お
い
て
、
ら
い

て
う
の
主
張
は
、
ひ
と
こ
と
で
い
え
ば
〈
母
性
保
護
〉
に
集
約
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
子
供
の
完
全
な
保
護
は
そ
の
母
を
保
護
す
る
こ
と
」
と

い
う
ら
い
で
う
の
こ
と
ば
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
〈
児
童
保
護
〉
の
た
め
の
〈
母
性
保
護
〉
主
張
で
あ
っ
た
。
国
家
の
未
来
を
担
う
人

材
で
あ
る
子
供
を
育
て
る
女
性
の
家
庭
内
労
働
、
つ
ま
り
母
と
し
て
の
仕
事
は
、
個
人
の
仕
事
を
越
え
た
国
家
的
事
業
で
あ
る
た
め
、
母
親
が

他
に
職
業
を
持
た
ず
に
よ
り
よ
い
環
境
で
育
児
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
国
家
が
経
済
的
支
援
を
施
す
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
ら
い
て
う
の
主
張

の
骨
子
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
主
張
の
背
景
に
あ
っ
た
考
え
が
、
前
掲
し
た
〈
自
分
の
子
供
は
実
の
母
が
育
て
る
べ
き
)
〉
と
い
う
認
識
で

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
当
事
、
私
生
児
の
母
親
は
、
経
済
的
に
困
難
な
た
め
子
供
を
他
人
の
手
に
任
せ
、
職
業
を
も
つ
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い

う
。
こ
う
し
た
私
生
児
の
ケ
i
ス
は
、
実
母
が
子
供
を
育
て
な
い
場
合
、
弊
害
を
生
じ
る
例
と
し
て
よ
く
挙
、
げ
ら
れ
た
。
私
生
党
は
一
般
に
死
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産
が
多
く
、
か
つ
幼
児
死
亡
率
も
高
い
な
ど
の
よ
う
に
健
康
が
劣
等
で
あ
る
上
、
そ
の
な
か
で
は
犯
罪
者
、
浮
浪
人
、
淫
売
婦
の
よ
う
な
非
社

会
的
人
間
と
し
て
成
長
す
る
子
供
が
多
い
と
い
う
偏
見
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
与
謝
野
晶
子
の
立
場
は
、
〈
母
性
保
護
〉
の
主
張
を
国
家
へ

の
〈
依
頼
主
義
〉
と
批
判
し
、
女
性
の
経
済
的
独
立
が
最
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
論
争
が
社
会
に
多
方
面
の
影
響
を
与
え
た
だ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
い
う
レ
ベ
ル
か
ら

見
る
と
き
、
こ
の
論
争
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
〈
母
性
〉
と
い
う
概
念
が
母
の
み
な
ら
ず
、
父
に
も
超
越
的
崇
高
性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
と
い

う
事
実
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
節
子
が
手
紙
で
岸
本
に
漏
ら
し
て
い
る
の
は
、
「
真
実
の
親
子
」
で
な
い
と
「
奈
何
す
る
こ
と
も

出
来
な
い
」
子
供
養
育
の
至
難
さ
に
つ
い
て
の
見
解
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
岸
本
が
母
で
な
く
父
と
は
い
え
、
〈
自
分
の
子
供
は
自
分
が
〉

と
決
心
す
る
と
き
、
そ
の
決
心
に
は
問
時
代
の
〈
母
性
〉
関
係
一
一
一
一
口
説
が
投
影
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
岸
本
が
子
供
を
自
ら
育

て
よ
う
と
し
た
決
意
は
、
当
時
の
先
端
的
な
育
児
に
関
す
る
主
張
を
彼
が
率
先
し
て
実
践
し
て
い
る
と
い
う
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
獲
得
す
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
妻
と
死
に
別
れ
た
ら
部
再
婚
す
る
当
時
の
平
均
的
横
習
と
は
違
っ
て
、
再
婚
を
拒
み
男
子
一
つ
で
子
供
た
ち
の
世
話
を
試
み

る
岸
本
の
行
動
の
背
景
に
は
、
論
争
を
通
じ
て
〈
母
性
〉
と
い
う
概
念
が
男
女
の
性
を
越
え
て
超
越
的
な
崇
高
性
を
獲
得
し
て
い
っ
た
プ
ロ
セ

ス
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
岸
本
か
ら
す
れ
ば
、
近
親
相
姦
と
い
う
罪
を
嫡
う
唯
一
の
道
が
、
崇
高
な
〈
母
性
〉
に
す
が
る

こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
親
夫
」
と
い
う
子
供
に
対
す
る
岸
本
の
認
識
の
変
化
様
相
に
お
い
て
も
、

と
の
交
渉
は
確
認
さ
れ
る
。
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「
新
生
』
の
テ
キ
ス
ト
と
同
時
代
的
主
張

①
「
あ
の
事
さ
へ
書
い
て
な
い
と
、
節
ち
ゃ
ん
の
手
紙
は
ほ
ん
と
に
好
い
ん
だ
が
な
あ

i
i」

と
岸
本
は
独
り
で
よ
く
そ
れ
を
言
っ
て
見
た
。
節
子
は
ま
た
以
前
の
浅
草
の
住
居
の
方
か
ら
移
し
槌
ゑ
た
萩
の
花
の
さ
か
り
で
あ
る
と
い

ふ
な
ど
に
事
寄
せ
て
、
岸
本
が
見
た
こ
と
の
無
い
子
供
の
誕
生
日
の
記
念
の
た
め
に
書
い
て
よ
こ
す
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。(

一
の
一

O
八
)

ち
か
を

②
吋
た
し
か
銅
剣
と
い
ふ
名
だ
っ
け
ね
。

こ
ん
な
知
ら
な
い
子
供
の
存
在
を
考
へ
て
見
た
ば
か
り
で
も
心
の
震
へ
た
旅
の
当
時
に
比
べ
る
と
、
岸
本
は
全
く
別
の
心
持
で
部
子
の
前

に

そ

れ

を

言

ふ

こ

と

が

出

来

る

や

う

に

成

っ

た

。

(

二

の

八

二

)



③
そ
の
時
、
岸
本
は
始
め
て
親
夫
と
い
ふ
子
供
の
姿
を
見
た
。
そ
れ
を
節
子
と
一
緒
に
見
た
。
(
中
略
)
食
後
に
、
岸
本
は
節
子
か
ら
預

か
つ
て
霞
い
た
子
供
の
写
真
を
取
出
し
に
行
っ
て
見
た
。
罪
の
な
い
幼
い
も
の
の
存
在
が
今
は
ハ
ツ
キ
リ
と
岸
本
の
父
ら
し
い
意
識
に
上

る

や

う

に

成

っ

た

。

」

(

二

の

一

二

二

)
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三
つ
の
引
用
を
克
る
と
、
時
間
の
進
行
に
つ
れ
て
、
岸
本
の
親
夫
に
対
す
る
意
識
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
が
確
認
さ
れ
る
。
引

用
①
に
は
、
渡
仏
二
年
目
に
、
日
本
か
ら
届
い
た
節
子
の
手
紙
を
読
ん
だ
後
の
岸
本
の
心
境
が
描
か
れ
て
い
弓
。
岸
本
は
こ
こ
で
「
あ
の
事
」
、

つ
ま
り
「
岸
本
が
見
た
こ
と
の
無
い
子
供
」
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
、
と
節
子
の
手
紙
に
対
す
る
唯
一
の
不
満
を
独
白
の
ご
と

く
口
に
し
て
い
る
。
そ
の
子
供
が
親
夫
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
異
国
の
地
で
、
節
子
と
の
間
に
生
じ
た
過
去
の
記
憶
の
忘
却
を
試

み
て
い
る
岸
本
に
と
っ
て
、
親
夫
は
、
そ
の
怠
々
し
い
過
去
を
象
徴
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
岸
本
が
親
夫
の
存
在
を
想
起

さ
せ
る
節
子
の
手
紙
に
敏
感
に
反
応
す
る
こ
と
も
、
そ
の
と
き
の
岸
本
に
い
わ
せ
れ
ば
、
無
埋
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
渡
仏
中
の

岸
本
に
と
っ
て
、
親
夫
は
、
思
い
出
す
こ
と
さ
え
も
榔
仰
れ
る
ほ
ど
の
忘
却
す
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
岸
本
の
意
識
が
帰
国
後
少
し
ず
つ
変

わ
り
始
め
る
。
②
で
は
、
岸
本
が
自
ら
毅
夫
の
話
に
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
岸
本
自
身
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に
、
引
用
①
の
「
子
供
の
存

在
を
考
へ
て
克
た
ば
か
り
で
も
心
の
震
へ
た
旅
の
当
時
」
に
比
較
す
れ
ば
、
か
な
り
の
変
化
で
あ
る
。
③
で
は
、
写
真
を
通
し
て
初
め
て
親
夫

の
姿
に
接
し
た
後
、
ま
た
し
て
も
そ
の
写
真
を
取
り
だ
し
て
そ
の
子
供
の
姿
を
凝
視
す
る
岸
本
が
い
る
。
そ
の
彼
の
脳
裏
に
は
、
そ
れ
ま
で
に

は
確
か
に
無
か
っ
た
親
夫
に
対
す
る
父
と
し
て
の
意
識
が
芽
生
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
親
夫
を
「
罪
の
な
い
幼
い
も
の
」
と
し
て
捉
え
、
そ
の

子
供
の
父
と
し
て
の
自
分
を
受
け
入
れ
る
意
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
①
か
ら
③
を
な
が
め
て
み
る
と
、
親
夫
に
対
す
る
岸
本
の
意
識
が
、
〈
担

絶
〉
か
ら
〈
受
容
〉
へ
と
変
化
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
こ
の
変
化
の
要
留
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

ま
ず
指
摘
で
さ
る
こ
と
は
、
節
子
に
対
す
る
岸
本
の
姿
勢
が
〈
拒
絶
〉
か
ら
〈
受
容
〉
へ
と
変
わ
り
、
二
人
の
関
係
が
新
た
に
再
開
し
た
こ

と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
岸
本
が
親
夫
を
意
識
の
上
で
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
は
、
親
夫
の
存
在
そ
の
も
の
が
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
む

し
ろ
、
自
分
と
節
子
と
の
背
徳
の
関
係
を
明
示
す
る
そ
の
子
供
の
象
徴
性
乙
そ
が
、
岸
本
を
恐
れ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
節
子

を
受
け
入
れ
よ
う
と
心
を
変
え
た
岸
本
に
、
も
う
そ
れ
以
上
、
親
夫
の
存
在
を
拒
む
理
由
は
無
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
よ
り
大
事
な

要
部
は
別
に
あ
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
親
夫
一
人
に
だ
け
で
は
な
く
、
〈
子
供
〉
そ
の
も
の
に
対
し
て
岸
本
が
、
深
い
関
心
を
払
う
よ

う
に
な
っ
て
き
た
乙
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
岸
本
が
親
夫
を
心
の
な
か
で
受
け
入
れ
る
過
程
は
、
亡
き
妻
の
遺
し
た
子
供
た
ち
に
彼
が
以
前
よ
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り
大
き
な
関
心
を
抱
き
始
め
、
彼
ら
を
自
ら
の
手
で
養
育
す
る
こ
と
に
至
る
過
程
に
重
な
っ
て
い
る
。
「
ど
う
し
て
も
是
は
自
分
で
養
ふ
の
外

は
無
い
」
(
こ
の
八

O
)
と
子
供
た
ち
の
養
育
を
岸
本
が
決
意
す
る
場
面
の
す
ぐ
後
に
、
親
夫
に
ふ
れ
る
引
用
②
の
場
面
が
次
ぐ
の
が
、
そ
れ

を
物
諮
問
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
過
程
は
、
岸
本
が
捜
へ
の
〈
告
白
〉
を
果
た
し
「
機
悔
」
を
発
表
す
る
と
い
う
過
程
と
も
重
な
っ
て
い
る
。
引
用

③
の
場
面
が
そ
れ
を
裏
付
け
る
。
「
機
海
い
発
表
の
結
果
、
元
義
雄
か
ら
義
絶
さ
れ
節
子
と
も
会
え
な
く
な
っ
た
岸
本
が
、
節
子
と
顔
を
合
わ

せ
た
最
後
の
瞬
間
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
自
分
が
親
夫
の
父
で
も
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
の
場
面
に
お
い
て
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
親
夫
は
岸
本

の
〈
子
供
〉
で
あ
る
の
だ
。
「
父
ら
し
い
意
識
」
と
は
、
現
代
の
語
で
い
え
ば
〈
父
性
〉
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
父
性
は
、
母
性
の
対
概
念

と
し
て
、
子
に
対
す
る
本
能
的
愛
矯
を
'
自
覚
す
る
人
格
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
新
生
」
が
発
表
さ
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
は
、
父
性

と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
父
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
家
長
を
意
味
す
る
そ
の
時
代
に
お
い
て
、
父
は
家
を
守
る
存
在
で
は

あ
っ
て
も
、
日
常
生
活
の
な
か
で
子
供
と
親
密
に
向
き
合
う
存
在
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
父
と
は
制
度
的
存
在
で

あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
父
が
子
供
に
感
ず
る
本
能
的
愛
情
は
、
同
時
代
の
文
化
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
父
が
〈
母
性
〉
を
代
替
し
な

け
れ
ば
成
立
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
引
照
③
の
「
父
ら
し
い
意
識
」
と
は
、
〈
母
性
〉
の
代
替
概
念
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
と
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
岸
本
が
節
子
と
い
う
〈
母
性
〉
を
畏
失
し
た
と
き
、
始
め
て
親
夫
と
い
う
子
供
を
心
の
な
か
で
受
け
入

れ
る
よ
う
に
な
る
「
新
生
い
の
プ
ロ
ッ
ト
が
、
明
ら
か
に
そ
れ
を
証
明
す
る
。
こ
の
よ
う
に
分
析
す
る
と
、
吋
新
生
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
、

照
時
代
の
〈
女
性
〉
・
〈
子
供
〉
に
関
す
る
ニ
一
一
口
説
と
予
想
以
上
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
明
と
な
る
。
岸
本
が
子
供
の
養
育
に
努
め

よ
う
と
決
意
す
る
の
は
、
子
供
は
実
の
母
に
養
育
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
伺
時
代
の
言
説
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
〈
母
性
〉
を
崇

高
視
す
る
文
化
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
制
度
的
に
父
性
を
抑
圧
さ
れ
て
い
る
岸
本
が
自
分
の
父
性
を
活
か
す
方
法
は
、
〈
母
性
〉
に
す
が

る
こ
と
以
外
に
な
か
っ
た
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
吋
新
生
』
に
お
い
て
、
〈
子
供
〉
を
〈
養
育
〉
・
〈
保
護
〉
す
べ
き
存
在
と
し
て
の
〈
母
〉
の

位
震
が
〈
父
〉
で
あ
る
岸
本
に
宣
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
岸
本
の
〈
母
代
わ
り
〉
こ

そ
、
最
も
と
同
時
代
一
一
一
一
口
説
と
の
関
わ
り
を
象
徴
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

138 
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呂
、
機
構
に
託
さ
れ
た
〈
人
間
改
造
〉

大
正
八
年
一
月
の
吋
新
生
』
第
一
巻
の
刊
行
に
次
ぎ
、
同
年
四
月
か
ら
一

O
月
ま
で
第
一
部
と
同
じ
く
「
東
京
朝
日
新
開
」
に
連
載
さ
れ
た



『
新
生
」
第
二
部
が
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
連
載
が
終
わ
っ
た
関
も
な
い
大
正
八
年
の
一
二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
翌

年
大
正
九
年
一
月
の
「
婦
人
公
論
」
に
平
く
も
吋
新
生
』
合
評
が
載
せ
ら
れ
た
。
そ
の
合
評
の
題
は
、
「
島
崎
藤
村
氏
の
機
悔
と
し
て
観
た
「
新

生
」
合
評
」
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
こ
の
「
婦
人
公
論
』
大
正
九
年
一
月
号
は
「
機
悔
物
語
」
号
と
題
さ
れ
た
特
集
号
で
あ
っ
た
。

そ
の
特
集
号
と
合
評
、
両
方
の
題
の
共
通
性
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
の
号
の
企
画
が
藤
村
の
「
新
生
」
か
ら
触
発
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
お
。

こ
れ
は
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
と
文
学
テ
キ
ス
ト
の
交
渉
を
う
か
が
う
に
絶
好
の
資
料
と
な
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
織
悔
物
語
」
号
に
載
せ

ら
れ
た
記
事
の
〈
機
海
観
〉
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

俄
博
と
は
現
在
の
精
神
生
活
状
態
に
、
満
足
せ
ざ
る
心
の
発
露
な
り
。
現
状
に
満
足
せ
ざ
る
心
、

歩
あ
り
、
廓
清
あ
り
、
新
生
あ
り
、
往
生
あ
り
、
即
ち
こ
れ
生
の
躍
進
な
り
、
霊
の
改
造
な
り
。

そ
こ
に
は
革
新
あ
り
、

向
上
あ
り
、
進

引
用
し
た
の
は
、
教
育
家
、
評
論
家
、
宗
教
家
と
し
て
活
躍
し
た
高
島
米
峰
の
文
章
で
あ
る
。
機
悔
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
の
文
章
に
お

い
て
ま
ず
日
を
引
く
の
は
、
「
倣
悔
」
を
「
現
状
に
満
足
せ
ざ
る
心
の
発
露
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
織
悔

は
、
単
な
る
「
罪
悪
の
自
覚
」
に
よ
る
宗
教
的
行
為
と
し
て
限
定
的
・
滞
極
的
に
評
倍
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
現
状
に
満
足
せ
ざ
る
心
」

の
発
露
と
し
て
包
括
的
・
積
極
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
向
上
心
〉
と
も
換
言
で
き
る
そ
の
よ
う
な
心
に
支
え
ら
れ
る
も

の
だ
か
ら
こ
そ
、
機
悔
に
は
「
向
上
」
「
進
歩
」
「
革
新
」
「
新
生
」
が
そ
の
実
行
の
結
果
と
し
て
保
証
さ
れ
石
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

最
後
に
高
島
は
、
「
生
の
躍
進
」
と
「
援
の
改
造
」
と
し
て
織
悔
の
本
質
を
整
理
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
つ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

と
、
「
霊
の
改
造
」
に
よ
っ
て
「
生
の
躍
進
」
が
牽
引
さ
れ
る
仔
為
が
〈
俄
悔
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
撃
の
改
造
」
と
い
う

こ
と
ば
に
〈
機
悔
〉
が
本
来
宗
教
的
行
為
で
あ
る
こ
と
の
一
端
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
生
の
躍
進
」
と
結
び
つ
け
る
高
島
の
解

釈
の
お
お
む
ね
は
、
人
間
主
義
に
支
え
ら
れ
た
倫
理
的
楽
観
論
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
高
畠
の
い
う
「
霊
の
改
造
」

は
「
心
の
改
造
」
と
い
う
こ
と
ば
に
換
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
整
理
す
る
と
、
「
心
の
改
造
」
こ
そ
が
〈
機
悔
〉
の
必
要
条
件
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
〈
機
構
〉
の
本
質
は
「
心
の
改
造
」
に
あ
る
と
解
釈
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
「
新
生
」
を
読
み
直
す
と
、
〈
告
白
〉
の
主
体
は
、
決
し
て
岸
本
に
限
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
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た
と
へ

「
母
親
は
仮
令
ど
ん
な
に
多
く
の
子
供
を
持
た
う
と
も
、
二
六
時
中
子
供
に
ば
か
り
煩
ほ
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
決
し
て
/
¥
よ
い
事
で
は

な
い
。
ど
ん
な
場
合
で
も
、
深
い
間
矯
者
、
親
切
な
相
談
相
手
、
賢
い
導
き
子
で
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど
、
あ

る
程
度
ま
で
の
独
立
自
治
の
心
が
欲
し
い
。
」
(
中
略
)
吋
自
分
の
眼
に
見
、
耳
に
き
弘
、
自
分
の
足
で
歩
ま
な
け
れ
ば
成
ら
ぬ
。
」

(
二
の
三
八
)

引
用
は
、
仕
事
を
手
伝
う
た
め
岸
本
の
仕
事
部
屋
に
通
い
始
め
て
か
ら
、
変
化
を
見
せ
始
め
る
節
子
の
意
識
が
表
れ
て
い
る
彼
女
の
文
章
の

一
部
分
で
あ
る
。
そ
の
節
子
の
心
境
は
、
「
独
立
自
治
の
心
」
と
い
う
こ
と
ば
に
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
子
供
を
持
つ
母
親
で
も

子
供
の
み
に
頼
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
内
容
の
部
分
は
、
子
供
を
産
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
子
を
育
て
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
境
遇

に
お
か
れ
て
い
る
自
分
自
身
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
な
内
容
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
子
供
に
対
し
て
母
親
の
「
独
立
自
治
の

心
」
が
ほ
し
い
と
い
う
節
子
の
考
え
方
が
、
与
謝
野
品
子
の
そ
れ
と
一
致
す
る
点
で
あ
る
。
「
私
が
母
と
な
っ
た
こ
と
は
決
し
て
絶
対
的
で
は

な
か
っ
た
」
、
「
私
は
母
性
、
ば
か
り
で
は
生
き
て
居
な
い
」
と
母
親
が
子
供
に
依
頼
し
す
ぎ
る
こ
と
を
警
戒
し
、
乎
塚
ら
い
て
う
ら
の
母
性
主
義

論
者
を
批
判
し
た
晶
子
の
主
張
が
、
そ
の
ま
ま
節
子
の
考
え
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
節
子
の
心
の
変
化
は
、
節
子
が
「
お
母
さ
ん
達
と
は
大
分
違
っ
て
来
て
居
る
」
と
岸
本
に
感
じ
さ
せ
、
さ
ら
に
「
以
前
の
節
子

と
は
別
の
人
」
(
二
の
三
九
)
と
し
て
忠
わ
せ
る
理
由
と
な
る
。
ま
た
、
岸
本
に
い
わ
せ
れ
ば
、
節
子
の
変
化
は
、
彼
女
に
働
く
こ
と
を
教
え

て
「
自
活
の
面
白
」
を
立
た
せ
っ
つ
、
な
に
よ
り
も
「
生
き
甲
斐
の
あ
る
や
う
な
心
」
(
二
の
三
八
)
を
彼
女
に
起
こ
さ
せ
た
か
っ
た
自
分
の

思
惑
に
節
子
が
克
事
に
応
え
て
く
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
変
わ
り
始
め
た
節
子
は
、
自
分
の
心
持
ち
を
手
紙
の
形
で
岸
本
に
打
ち
明
け

始
め
る
。
節
子
の
岸
本
に
対
す
る
「
率
夜
な
告
白
」
(
二
の
五
四
)
は
、
岸
本
が
そ
れ
ま
で
「
節
子
に
広
げ
て
見
せ
た
こ
と
の
無
い
自
分
の
心

胸
」
を
先
に
彼
女
に
打
ち
明
け
た
結
果
で
は
あ
っ
た
が
、
節
子
の
「
心
の
改
造
」
を
象
徴
的
に
物
語
る
出
来
事
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
、
二
人
は

自
分
た
ち
が
「
創
作
」
(
二
の
五
回
)
と
も
「
愛
と
知
恵
と
に
満
ち
た
ア
ッ
ソ
シ
エ
」
(
二
の
八
八
)
と
も
呼
ぶ
新
し
い
間
柄
に
発
展
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
節
子
の
心
の
〈
改
造
〉
に
つ
れ
て
、
二
人
の
関
係
も
ま
た
〈
改
吐
与
さ
れ
て
い
く
と
も
い
え
よ
う
。
そ
の
二
人
が
自
分
の
心
を
お

互
い
に
〈
告
白
〉
す
る
の
は
、
常
に
手
紙
を
通
し
て
で
あ
る
。

『
(
前
略
)
i
i
i先
づ
申
上
げ
た
き
は
親
子
の
間
に
候
。
親
の
命
に
服
従
せ
ざ
る
ご
と
き
は
人
間
な
ら
ず
と
は
仰
せ
ら
れ
候
へ
ど
も
、
そ
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は
余
り
に
親
権
の
過
大
視
に
は
挟
は
ず
や
。
(
中
略
)
生
命
あ
る
真
の
服
従
こ
そ
わ
が
常
の
願
ひ
に
段
。
(
中
略
)
l
i
j自
己
の
過
ち
を
博

い
も
せ
ず
改
め
も
せ
で
、
二
度
こ
れ
を
継
続
す
る
が
ご
と
き
は
禽
獣
の
行
為
な
り
と
仰
せ
ら
れ
候
。
ま
こ
と
に
刻
々
と
し
て
移
り
行
く
内

部
の
変
化
を
顧
み
る
こ
と
も
な
く
、
唯
外
観
に
よ
り
て
の
み
判
断
す
る
時
は
、
あ
る
ひ
は
抱
一
の
痴
婦
に
も
劣
る
も
の
と
お
ぼ
さ
る
べ
く
候
。

す
べ
て
に
徹
底
を
願
ひ
、
真
実
を
慕
ふ
お
の
が
心
の
か
の
過
ち
に
よ
り
て
奈
何
ば
か
り
の
苦
痛
を
重
ね
し
か
。
(
後
略
)
」
(
二
の
一
一
九
)
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間
引
照
文
は
、
吋
機
構
」
発
表
以
後
、
節
子
に
会
え
な
く
な
っ
た
岸
本
宛
て
に
彼
女
が
送
っ
て
き
た
手
紙
に
開
封
さ
れ
て
い
た
、
も
う
一
週
の

手
紙
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
節
子
が
'
自
分
の
父
宛
て
に
書
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
節
子
は
、
親
に
対
す
る
絶
対
的
な
服
従
を

子
供
に
要
求
す
る
こ
と
は
「
親
権
の
過
大
視
」
で
あ
り
、

F

自
分
は
そ
の
よ
う
な
富
目
的
な
蝦
従
で
は
な
く
「
生
命
あ
る
真
の
服
従
」
を
願
う
と

述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
に
立
っ
て
、
節
子
は
、
再
度
結
ば
れ
て
し
ま
っ
た
自
分
と
岸
本
と
の
関
係
を
、
単
に
そ
の
「
外
観
」
で
判
断
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
「
内
部
の
変
化
」
に
注
目
し
て
ほ
し
い
と
い
う
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
節
子
の
こ
と
ば
に
は
、
心
の
ホ
入
流
無
し

に
肉
欲
の
本
能
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
最
初
の
と
き
と
は
違
っ
て
、
自
分
と
岸
本
の
新
た
な
間
柄
は
「
真
実
を
慕
ふ
心
」
に
支
え
ら
れ
、
「
内
部

の
変
化
」
を
伴
っ
た
関
係
で
あ
る
と
い
う
自
負
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
「
内
部
の
変
化
」
が
節
子
の
〈
心
の
改
造
〉
を
意
味
す
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
父
に
宛
て
た
こ
の
手
紙
の
内
容
こ
そ
が
、
何
よ
り
も
そ
の
〈
心
の
改
造
〉
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
節
子
の
変
貌

の
到
達
点
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
節
子
が
〈
改
造
〉
を
意
識
し
そ
れ
に
遇
進
す
る
と
い
う
設
定
は
、
作
品
に
閉
山
有
の
モ
チ
ー
フ
と
い
う
よ
り
も
、
同
時
代
の
文
化

的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
の
交
、
渉
に
よ
る
プ
ロ
ッ
ト
創
作
と
考
え
ら
れ
る
。
吋
婦
人
公
論
」
大
正
九
年
西
丹
号
は
「
入
閣
改
造
」
を
特
集
し
て
い
る
。

そ
の
号
に
は
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
識
者
が
相
手
の
異
性
の
〈
改
造
〉
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
記
事
、
異
の
「
人
間
改
造
」
に
は
「
頭
」
と
「
心
」

両
面
の
〈
改
造
〉
が
随
伴
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
記
事
な
ど
と
と
も
に
、
「
婦
人
公
論
い
恒
例
の
懸
賞
募
集
に
寄
せ
ら
れ
た
一
般
読
者
の

投
稿
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る

)
O

そ
の
な
か
か
ら
選
ば
れ
載
せ
ら
れ
た
編
成
搬
の
題
が
、
「
現
代
生
活
に
対
す
る
不
満
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
実

に
興
味
深
い
。
た
と
え
ば
、
同
僚
教
員
に
比
べ
劣
る
学
歴
の
た
め
差
別
さ
れ
る
女
教
師
が
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
内
容
の
話
な
ど
、
〈
現
状
に
対
す

る
不
満
〉
か
ら
そ
の
改
善
の
た
め
の
〈
人
間
改
造
〉
を
訴
え
て
い
る
の
が
、
そ
れ
ら
の
文
章
の
大
体
の
内
容
で
あ
る
。
そ
の
〈
現
状
に
対
す
る

不
満
〉
が
、
前
述
し
た
、
〈
繊
悔
〉
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
の
「
現
状
に
満
足
せ
ざ
る
心
」
と
同
質
の
心
で
あ
る
こ
と
は
争
え
な
い
。
と

す
る
と
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
と
「
新
生
い
と
い
う
文
学
テ
キ
ス
ト
の
関
に
は
、
次
の
よ
う
な
国
式
が
成
立
す
る
。
「
現
状
に
満
足
せ
ざ
る
心
」
に
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基
づ
い
た
〈
人
間
改
造
〉
の
精
神
、
そ
し
て
、
そ
の
〈
改
造
〉
を
な
し
と
げ
る
行
為
と
し
て
の
〈
機
悔
〉
と
い
う
鴎
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
機

構
〉
は
〈
自
己
改
造
〉
を
実
践
す
る
第
一
歩
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
両
者
が
同
じ
く
「
現
状
に
満
足
せ
ざ
る
心
」
を
基
盤
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
手
紙
は
〈
自
己
改
造
〉
を
試
み
る
節
子
の
〈
告
白
〉
の
表
現
方
法
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
告
白
を
通
し
て
彼
女
の

〈
自
己
改
造
〉
が
確
認
さ
れ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
「
新
生
」
で
、
〈
告
白
〉
す
る
の
が
岸
本
一
人
に
娘
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
分
を
〈
改
造
〉
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
自
分
を
〈
新
し
く
変
え
る
〉
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
に
は
或
る
対
象
に
対
す
る
自
分
の
認
識
を
〈
変
え
る
〉
、
も
し
く
は
認
識
が
〈
変
わ
る
〉
と
い
う
ケ
i
ス
も

当
然
入
る
だ
ろ
う
。
岸
本
の
場
合
、
相
手
に
向
け
る
自
分
の
認
識
が
変
わ
っ
た
対
象
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
〈
子
供
〉
と
〈
女
性
〉
で
あ
る
。

〈
子
供
〉
に
対
し
て
は
前
述
し
た
通
り
だ
が
、
〈
女
性
〉
の
場
合
、
岸
本
の
艇
へ
の
意
識
と
節
子
に
対
す
る
認
識
の
転
換
が
そ
れ
を
物
語
っ
て

い
る
。
そ
の
意
味
で
、
山
中
佐
和
子
の
、
「
冷
淡
な
軽
蔑
と
憎
悪
の
全
く
否
定
的
な
態
度
」
を
取
っ
て
い
た
藤
村
の
女
性
観
が
、
吋
新
生
』
事
件

を
通
し
て
不
信
か
ら
同
情
へ
変
わ
る
と
い
う
主
張
は
、
妥
当
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
実
際
は
間
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
藤
村
の
女
性
観

が
変
わ
っ
た
の
は
事
実
だ
が
、
そ
の
変
革
は
、
「
新
生
」
事
件
を
通
し
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
以
前
に
も
う
出
来
上
が
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
何
よ
り
も
吋
新
生
」
の
な
か
で
、
も
う
そ
の
変
革
の
痕
跡
が
見
受
け
ら
れ
る
の
が
そ
の
根
拠
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
中
は
、
大

正
二
年
発
表
さ
れ
た
「
婦
人
の
眼
ざ
め
」
と
い
う
文
章
で
「
「
婦
人
ら
し
さ
は
母
ら
し
さ
の
謂
」
で
あ
る
と
は
言
っ
て
も
、
単
な
る
母

i
i

子
供
を
育
で
さ
え
す
れ
ば
い
い
と
考
え
る
母
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
藤
村
が
説
い
て
い
る
と
述
べ
る
が
、
藤
村
の
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は

「
新
生
」
第
二
巻
の
な
か
(
二
の
三
八
)
で
も
う
明
ら
か
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
新
生
』
の
岸
本
の
女
性
観
の
変
化
そ
の

も
の
が
、
藤
村
の
女
性
践
の
変
革
を
そ
の
ま
ま
証
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
作
品
・
作
者
の
両
方
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
『
新
生
」
は

〈
告
白
〉
に
よ
る
〈
攻
造
〉
の
物
語
で
あ
る
。
「
独
立
自
治
の
心
」
を
抱
く
よ
う
に
な
る
節
子
の
〈
改
造
〉
が
、
節
子
と
い
う
一
人
の
〈
女
性
〉

の
〈
改
造
〉
を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
〈
女
性
〉
に
視
線
を
向
け
る
側
と
し
て
の
岸
本
の
意
識
の
〈
改
造
〉
を
も
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
吋
新
生
」
を
書
い
た
藤
村
自
身
の
〈
改
造
〉
で
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
女
性
雑
誌
「
処
女
地
」
の
刊
行
を
含
む
藤
村
の
そ
の
後

の
行
跡
と
彼
の
〈
女
性
〉
に
対
す
る
発
一
一
一
一
口
が
裏
付
け
て
く
れ
る
。
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本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
看
過
さ
れ
て
き
た
吋
新
生
』
の
も
う
一
つ
の
告
自
、
岸
本
の
般
へ
の
告
白
を
問
題
視
す
る
こ
と
か
ら
論
を
始
め
た
。
捜

へ
の
告
白
が
夜
間
悔
」
発
表
と
い
う
対
社
会
告
白
を
鰭
錯
す
る
岸
本
を
そ
の
実
仔
に
牽
引
し
た
と
い
う
事
実
、
そ
れ
は
、
捜
へ
の
告
白
が
岸
本

の
な
か
で
占
め
る
意
味
の
大
き
さ
を
物
語
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
授
と
い
う
存
在
が
岸
本
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
人
物
で
あ
る
こ
と
の

裏
返
し
で
も
あ
る
。
な
ぜ
、
岸
本
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
般
に
拘
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
明
ら
か
に
確
認
さ
れ
る
の
は
、
岸
本
の
〈
母

性
〉
へ
の
意
識
で
あ
る
。
そ
の
意
識
を
支
え
る
一
方
の
軸
は
、
自
分
も
子
供
を
持
つ
妻
無
き
父
親
と
し
て
節
子
の
〈
母
親
〉
で
あ
る
鰻
の
心
を

思
い
や
る
心
境
で
あ
る
。
も
う
一
方
は
、
大
正
期
に
入
っ
て
盛
ん
に
社
会
に
向
か
っ
て
発
信
さ
れ
た
女
性
関
係
一
言
説
の
主
張
の
投
影
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
も
、
岸
本
の
捜
へ
の
意
識
に
は
、
「
新
生
』
掲
載
と
時
期
を
重
ね
て
行
わ
れ
た
〈
母
性
保
護
論
争
〉
の
痕
跡
が
特
に
見
受
け
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
子
供
の
成
長
に
お
け
る
母
親
の
存
在
の
大
事
さ
を
説
い
た
平
塚
ら
い
て
う
の
主
張
の
影
響
は
、
母
親
の
役
割
を
重
ね
た
父
親
の

仕
事
に
従
事
す
る
こ
と
を
岸
本
に
決
心
さ
せ
、
岸
本
は
兄
の
家
か
ら
分
家
し
子
供
た
ち
の
陸
話
を
自
ら
担
う
よ
う
に
な
る
。
つ
ま
り
、
〈
母
性
〉

へ
の
意
識
は
、
岸
本
を
捜
へ
の
告
白
に
至
ら
せ
た
だ
け
で
な
く
、
彼
が
子
供
に
関
心
を
向
け
始
め
る
動
因
も
し
く
は
論
理
に
も
な
っ
て
い
る
の

で
中
の
る
。

だ
が
、
「
新
生
」
と
問
時
代
の
女
性
関
係
一
言
説
と
の
交
渉
は
、
岸
本
に
〈
母
性
〉
へ
の
意
識
と
子
供
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
す
よ
う
に
働
い

て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
柔
弱
で
岸
本
に
頼
っ
て
ば
か
り
い
た
節
子
が
、
「
独
立
自
治
の
心
」
を
持
つ
女
性
と
し
て
成
長
し
て
い
く

と
い
う
内
容
の
設
定
は
、
伝
統
的
な
家
父
長
制
の
女
性
抑
在
と
男
性
依
存
の
風
潮
か
ら
脱
皮
し
自
立
し
よ
う
と
す
る
〈
女
権
論
〉
の
基
本
的
な

問
題
意
識
に
同
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〈
女
〉
は
〈
自
立
〉
す
べ
き
存
在
、
〈
母
〉
は
子
供
を
〈
養
育
〉
す
べ
き
存
在
、
〈
子
供
〉

は
〈
保
護
〉
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
い
う
認
識
が
、
「
新
生
」
に
は
揺
っ
て
底
流
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
意
味
で
、

「
新
生
」
は
問
時
代
の
女
性
・
子
供
関
係
言
説
を
包
括
的
に
受
容
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
吋
新
生
い
は
、
〈
女
〉
の
〈
自
立
〉

に
重
点
を
お
く
与
謝
野
晶
子
の
主
張
と
〈
母
〉
や
〈
子
供
〉
の
〈
保
護
〉
を
よ
り
強
調
す
る
一
平
塚
ら
い
て
う
の
、
王
張
と
い
う
同
時
代
の
相
対
立

し
た
一
一
一
一
口
説
の
一
方
の
み
に
加
担
す
る
こ
と
な
く
、
両
方
を
と
も
に
中
立
的
に
受
容
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
肝
心
な
こ
と

は
、
そ
の
よ
う
な
言
説
の
受
容
が
、
議
側
悔
い
発
表
に
よ
っ
て
岸
本
と
節
子
が
別
れ
る
こ
と
に
な
る
吋
新
生
」
の
ス
ト
ー
リ
展
開
の
論
理
を
構

築
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
な
構
造
を
持
つ
の
陛
界
を
象
徴
的
に
諮
る
こ
と
ば
は
、
〈
改
造
〉
で
あ
る
。
岸
本
も
、
節
子
も
、
ま
た
藤
村
も
〈
改
造
〉

す
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
〈
改
造
〉
を
成
就
す
る
方
法
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
〈
告
白
〉
で
あ
る
。
界
を
倒
悔
す
る
〈
告
白
〉
が
彼
ら
を
〈
改

造
〉
に
導
く
。
こ
の
〈
告
白
〉
と
〈
改
造
〉
の
両
者
の
発
想
の
同
質
性
と
同
時
代
的
意
味
合
い
お
よ
び
広
が
り
を
確
認
さ
せ
て
く
れ
る
の
は
、

刊
新
生
」
の
完
刊
後
間
も
な
く
発
刊
さ
れ
た
吋
女
性
公
論
」
の
「
機
悔
物
語
?
「
人
間
改
造
」
特
集
号
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
岸
本
の
娘
へ

の
告
白
は
、
話
相
生
」
と
い
う
テ
キ
ス
ト
と
同
時
代
の
言
説
織
を
交
通
さ
せ
る
接
点
で
あ
り
、
そ
の
入
口
で
も
あ
る
。
前
倒
悔
』
発
表
よ
り
も
、

そ
れ
を
輩
出
す
る
行
為
と
し
て
の
捜
へ
の
告
白
が
論
点
に
な
り
得
た
所
以
が
、
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

牛
主

J
J
 

本
文
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
、
す
べ
て
「
藤
村
全
集
い
(
筑
摩
審
開
問
、
昭
和
田
二
年
五
月
)
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
出
字
体
を
新
字
体
に
改
め
た
。

(
l
)
和
田
誠
吾
吋
島
崎
藤
村
」
(
翰
林
議
院
、
平
成
五
年
一

O
月
)
一
一
一
一
頁
。

(2)
〈
告
白
〉
と
〈
憐
悔
v
、
二
つ
の
こ
と
ば
の
龍
い
分
け
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
一
般
的
に
い
う
と
、
〈
告
白
〉
は
広
義
の
告
白
を
、
〈
織
怖
〉
は
「
罪
の
告
白
」
と
い

う
挟
義
の
告
白
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
逆
の
「
罪
の
撒
栴
」
日
〈
告
白
v

と
い
う
こ
と
ば
の
使
い
方
も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
厳
密
な
毘
分
は
難
し
い
。

ル
ソ

i
の

R
S貯
3
0ロ
ι
が
宮
口
白
」
と
も
「
機
悔
録
」
と
も
翻
訳
さ
れ
る
の
は
、
両
者
の
こ
と
ば
が
暖
昧
に
混
用
さ
れ
て
い
る
典
型
的
例
で
あ
る
。
「
新
生
』

が
発
表
さ
れ
る
大
正
中
期
の
時
点
に
お
い
て
も
、
事
態
は
ほ
ぼ
罷
様
で
あ
る
。
大
正
九
年
一
月
「
婦
人
公
論
』
「
機
構
物
語
口
互
に
載
せ
ら
れ
た
記
事
の
題
目
と
内

容
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
こ
と
ば
の
境
界
は
唆
妹
だ
か
ら
で
あ
る
ο

『
新
生
〕
に
つ
い
て
も
同
じ
挙
が
言
え
る
。
さ
ら
に
吋
新
生
い
で
は
、
主
人
公
の
岸
本
が
自
分

の
秘
密
を
社
会
に
向
け
て
告
白
す
る
作
品
の
題
が
『
横
悔
い
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
〈
告
白
〉
と
〈
機
悔
〉
、
両
方
の
こ
と
ば
を
能
い
分
け
る
離
し
さ
は
よ
り
根
度
を

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
混
同
を
避
け
る
た
め
、
〈
告
白
〉
と
も
〈
横
悔
〉
と
も
捉
え
そ
う
な
す
べ
て
の
暖
味
な
ケ
i
ス
を
、
〈
告
白
〉
と
い
う
こ
と
ば
に
一

元
化
し
表
記
す
る
こ
と
に
す
る
。
出
し
、
作
品
内
作
品
「
機
構
』
の
題
名
や
資
料
の
引
用
、
そ
し
て
〈
憐
悔
〉
と
い
う
意
味
に
特
定
化
し
て
こ
と
ば
を
使
う
場
合
は
、

例
外
と
し
て
〈
機
構
〉
と
表
記
す
る
。

(3)
関
谷
由
美
子

2
新
生
』
の
神
話
構
造
!
l
閉
ざ
さ
れ
た
書
道
の
物
語
i
」
(
古
川
本
近
代
文
学
』
平
成
三
年
一

O
月)。

r
λ
A可
!

け

ぬ

7

6

i

(
4
)
千
田
洋
十
字
「
性
/
〈
欝
く
〉
こ
と
の
政
治
学

i
「
新
生
」
に
お
け
る
男
性
性
の
戦
略
」
(
「
日
本
近
代
文
学
」
平
成
六
年
一

O
月
)
。

(5)
平
野
謙
「
島
時
藤
村
「
新
生
」
党
欝
」
(
吋
近
代
文
学
」
昭
和
二
一
年
一
、
二
月
)
。

(6)
同
前
。

(7)
先
行
研
究
の
な
か
に
も
、
二
つ
の
作
品
の
〈
告
自
〉
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
指
摘
し
た
論
が
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
両
者
が
決
定
的
に
相
違
す
る
の
は
、
岸
本
の
告

自
が
必
然
的
に
節
子
を
巻
き
こ
む
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
十
川
信
介
の
論
(
「
「
新
生
」
の
ま
ぼ
ろ
し
」
『
国
語
と
閤
文
学
」
昭
和
五

0
年
四
丹
)
が
そ
の
一
例
で
あ

-53-



145 

る
。
し
か
し
、
こ
の
十
川
の
論
か
ら
も
み
て
と
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
〈
告
白
〉
の
も
た
ら
す
結
架
に
著
目
し
て
い
る
だ
け
で
、
〈
北
口
自
〉
の
本
質
を
把

握
す
る
上
に
よ
り
肝
心
だ
と
思
わ
れ
る
、
〈
告
白
〉
過
程
に
つ
い
て
の
穿
盤
は
皆
無
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
行
研
究
は
、
〈
告
白
〉
の
資
任
を
丑
松
が
一
身
で
背
負

う
こ
と
で
済
む
吋
政
戒
』
の
場
合
と
迷
っ
て
、
『
新
生
」
の
場
合
は
、
岸
本
と
節
子
が
一
対
と
し
て
〈
告
白
〉
の
波
紋
の
な
か
に
燥
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、

当
然
の
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

(8)
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
l
コ

1

2
出
己
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
」
田
村
恢
ら
訳
(
岩
波
書
皆
、
平
成
三
年
一

O
月
)
五
一
一
員
。

(9)
間
前
、
五
六
頁
。

(
印
)
ミ
シ
ェ
ル
・
フ

i
コ
!
鴻
辺
守
意
訳
「
性
の
瞭
史

I

知
へ
の
意
志
』
(
新
潮
社
、
昭
和
六
一
年
九
丹
)
八
一
一
員
。
そ
の
地
に
も
、
フ
l
コ
i
は
〈
告
白
〉
の
特

徴
と
し
て
、
語
る
、
正
体
と
諮
ら
れ
る
文
の
主
語
と
が
合
致
す
る
言
説
の
儀
式
、
権
力
の
関
係
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
儀
式
、
真
理
が
自
ら
を
言
葉
に
よ
っ
て
表
明
す

る
た
め
に
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
問
答
と
抵
抗
と
に
よ
っ
て
自
ら
を
真
理
と
し
て
認
証
す
る
犠
式
、
と
い
う
三
つ
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
。

(
日
)
関
前
、
八
一
頁
。

(
は
)
平
塚
ら
い
て
う
「
与
謝
野
、
嘉
悦
二
氏
へ
母
性
保
識
の
主
張
は
依
頼
主
義
か
」
(
吋
婦
人
公
論
」
大
正
七
年
五
月
)
。

(
日
)
平
塚
ら
い
て
う
の
次
の
文
は
、
何
が
〈
自
分
の
子
供
は
自
分
が
育
て
る
べ
き
〉
と
い
う
認
識
の
根
拠
と
な
っ
た
か
を
明
確
に
表
し
て
く
れ
る
。
(
平
塚
ら
い
て
う
「
母

性
保
諮
問
題
に
つ
い
て
再
び
与
謝
野
晶
子
氏
に
寄
す
」
(
「
婦
人
公
論
い
大
正
七
年
八
月
)
)

母
牲
に
最
も
確
実
な
経
済
的
安
定
を
与
え
る
こ
と
は
、
母
で
あ
る
婦
人
が
母
の
仕
事
以
外
の
職
業
に
就
く
必
要
を
除
き
ま
す
か
ら
、
余
犠
な
く
子
供
を
制
限
に
し

た
り
他
人
の
手
に
任
せ
た
り
す
る
機
会
も
減
ず
る
訳
で
、
自
然
児
童
の
.
死
亡
率
を
低
く
し
(
母
の
乳
で
育
て
ら
れ
た
児
‘
誼
の
死
亡
率
は
地
の
方
法
で
育
て
ら
れ

た
究
室
の
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
低
い
こ
と
は
各
留
の
統
計
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
ま
す
て
そ
の
産
み
の
母
の
無
恨
の
愛
や
感
化
や
、
哀
の
母
で
な
け
れ
ば
到

底
出
来
な
い
行
き
届
い
た
注
意
や
、
理
解
に
よ
っ
て
、
兇
輩
の
精
神
も
肉
体
も
一
般
に
健
全
な
も
の
と
し
て
育
ち
ま
す
か
ら
(
母
親
が
何
と
言
っ
て
も
そ
の
子

供
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
同
時
に
最
も
善
良
な
教
育
者
で
あ
る
こ
と
は
あ
な
た
も
御
認
め
に
な
る
で
し
ょ
う
)
、
国
家
の
利
益
と
も
一
致
し
ま
す
。

(U)
吋
婦
人
公
論
」
「
機
悔
物
語
」
特
集
号
は
、
「
「
新
生
」
合
評
」
の
他
に
次
の
よ
う
な
内
容
で
編
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
機
悔
錦
」
の
棋
範
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
〈
世

界
三
大
機
構
録
〉
で
あ
る
聖
ア
ウ
ガ
ス
チ
ン
、
ル
ソ
オ
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
機
構
錦
」
が
紹
介
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
「
悌
悔
」
に
対
す
る
織
者
た
ち
の
感
想
が
述
べ

ら
れ
た
エ
ッ
セ
イ
に
近
い
文
章
(
例
え
ば
、
杉
森
孝
次
郎
「
機
博
の
師
植
」
、
本
間
久
雄
「
日
本
文
学
に
現
れ
た
る
機
博
物
語
・
盟
諜
物
語
」
な
ど
)
と
宗
教
・
心

理
学
な
ど
諸
方
罰
の
専
門
家
た
ち
の
「
機
情
」
に
対
す
る
多
角
的
な
知
識
を
紹
介
し
た
文
章
(
例
え
ば
、
久
保
良
秀
「
秘
密
の
告
白
の
心
理
的
分
析
」
な
ど
)
が
頁

を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、
最
も
注
目
に
値
す
る
の
は
、
「
半
生
を
顧
み
て
」
と
い
う
題
で
懸
賞
募
集
さ
れ
た
一
般
読
者
の
手
記
が
で
あ
，
る
。
「
親
友
の
恋
人
を
奪
っ

て
」
、
「
罪
の
子
」
、
「
若
き
タ
イ
ピ
ス
ト
の
悲
哀
」
な
ど
の
手
記
の
題
か
ら
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
〈
罪
を
告
白
す
る
〉
、
つ
ま
り
〈
機
梅
〉
の
内

容
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
繊
博
物
諮
」
特
集
号
に
〈
機
構
〉
の
手
記
が
載
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
る
が
、
〈
織
悔
〉
と
い
う
表
現
の
形
式
が

一
般
の
人
の
中
に
も
か
な
り
浸
透
し
て
い
る
状
況
が
確
認
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
忠
わ
れ
る
。
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(
日
)
そ
の
地
に
も
、
特
集
号
に
戦
せ
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
本
間
久
雄
「
日
本
文
学
に
現
れ
た
る
機
怖
物
語
・
閣
果
物
部
巴
に
お
け
る
吋
新
生
い
に
つ
い
て
の
記
述
(
本
間

は
、
「
機
構
」
の
般
企
が
以
前
の
「
宗
教
的
色
彩
」
の
強
か
っ
た
も
の
か
ら
「
一
都
の
懐
疑
、
自
己
批
評
」
の
よ
う
な
も
の
へ
と
変
わ
っ
た
例
と
し
て
、
島
崎
藤
村

の
『
新
生
」
を
挙
げ
て
い
る
。
)
、
杉
森
幸
次
部
「
機
構
の
側
櫨
」
に
お
け
る
、
お
そ
ら
く
「
新
生
」
を
念
頭
に
誼
い
て
響
い
た
と
思
わ
れ
る
記
述
(
例
え
ば
、
「
沈

黙
の
機
構
が
尊
い
」
、
「
他
人
の
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
織
な
機
悔
は
、
し
な
い
方
が
立
派
で
あ
る
」
の
よ
う
な
部
分
)
な
ど
は
、
「
憐
悔
物
語
」
特
集
号
と
「
新
生
」

と
の
密
接
な
組
関
関
棋
を
謀
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

(
同
)
高
島
米
輔
「
機
悔
幸
福
論
」
(
討
抑
人
公
論
}
大
正
九
年
一
月
)
。

(
げ
)
与
謝
野
晶
子
「
母
性
偏
重
を
排
す
」
(
「
太
関
』
大
正
五
年
二
丹
)
。

(
同
)
「
男
か
ら
観
た
女
の
改
造
」
、
「
女
か
ら
観
た
男
の
改
造
」
と
い
う
題
目
で
、
男
女
そ
れ
ぞ
れ
の
識
者
が
三
人
ず
つ
記
事
を
載
せ
て
い
る
。
平
塚
ら
い
て
う
も
そ
の
な

か
の
一
人
で
あ
る
。

(
日
)
山
中
佐
和
子
「
「
処
女
地
」
の
母
胎
」
(
島
崎
藤
村
研
究
会
編
「
藤
村
研
究
「
風
雪

(5)
」
」
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
田
八
年
九
月
)
。

(
却
)
三
年
間
の
渡
仏
生
活
を
終
え
て
大
正
五
年
帰
国
し
た
藤
村
が
、
「
新
生
」
執
筆
の
前
後
に
子
供
向
け
の
作
品
(
童
話
)
を
自
分
の
子
供
に
語
り
開
か
せ
る
よ
う
な
作

風
で
窓
欲
的
に
欝
き
統
け
る
の
も
、
岸
本
の
子
供
へ
の
関
心
と
当
然
関
わ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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