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小
説
と
〈
私
〉

―
『
「
雨
の
木
」
を
聴
く
女
た
ち
』

―
（
前
半
）

レ

イ

ン

・

ツ

リ

ー

桒
原

丈
和

１

近
頃
の
日
本
の
小
説
界
の
一
部
に
は
不
思
議
な
現
象
が
あ
る
こ
と
を
賢
明
な
諸
君
は
知
っ
て
居
ら
る
ゝ

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
無
暗
に
「
私
」
と
い
う
訳
の
分
ら
な
い
人
物
が
出
て
来
て
、
そ
の
人
間
の
容
貌
は
無

論
の
こ
と
、
職
業
に
し
て
も
、
性
質
に
し
て
も
一
向
書
か
れ
な
く
て
、
そ
ん
な
ら
何
が
書
い
て
あ
る
か
と

い
う
と
、
妙
な
感
想
の
様
な
も
の
ば
か
り
が
綴
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
気
を
付
け
て
見
る
と
、
ど
う
や
ら
そ

の
小
説
を
作
っ
た
作
者
自
身
が
即
ち
そ
の
「
私
」
ら
し
い
の
で
あ
る
。
大
抵
そ
う
定
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
「
私
」
の
職
業
は
小
説
家
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
私
」
と
書
い
た
ら
小
説
の
署
名
人
を
指
す
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
不
思
議
な
現
象
を
読
者
も
作
者
も
少
し
も
怪
し
ま
な
い
。
小
説
家
を
主
人

公
に
使
う
こ
と
も
、
「
私
」
を
主
人
公
に
す
る
こ
と
も
、
悉
く
少
し
も
排
斥
す
べ
き
事
柄
で
は
な
い
が
、

そ
の
為
に
小
説
の
主
人
公
の
「
私
」
は
皆
作
者
そ
の
人
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
小
説
は
悉
く
実

際
の
出
来
事
の
よ
う
に
読
者
が
い
つ
と
な
く
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
事
は
嘆
か
わ
し
い
次
第
で
あ
る
。
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日
本
独
特
の
私
小
説
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
性
格
を
衝
い
た
こ
の
引
用
文
は
、
伊
藤
整
の
そ
れ
で
も
な
け

れ
ば
、
中
村
光
夫
の
そ
れ
で
も
な
い
。
宇
野
浩
二
つ
く
る
と
こ
ろ
の
『
甘
き
世
の
話
』
と
い
う
小
説
の
一
節
で

あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
作
品
が
大
正
九
年
九
月
の
《
中
央
公
論
》
に
発
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
だ

ろ
う
。
作
中
に
「
私
」
と
い
う
人
物
が
登
場
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
「
私
」
は
作
品
の
署
名
人
と
同
一
の
小
説

家
で
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
話
は
こ
と
ご
と
く
実
際
の
出
来
事
で
あ
る
か
に
誤
解
さ
れ
る
よ
う
な
風
潮
が
、

す
で
に
大
正
九
年
に
一
般
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
や
は
り
注
目
さ
れ
て
い
い
と
思
う
。

引
用
文
を
含
ん
だ
長
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
は
平
野
謙
の
「
私
小
説
の
二
律
背

反

」
の
冒
頭
で

（
１
）

あ
る
。
す
で
に
古
典
と
な
つ
て
い
る
こ
の
批
評
を
引
用
し
た
の
は
、
こ
の
中
に
私
小
説
に
関
す
る
批
評
の
問
題
点
が

多
く
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
後
の
、
ま
た
現
在
の
多
く
の
批
評
に
共
通
し
て
い
る
問
題
点
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
甘
き
世
の
話
」
の
引
用
が
終
わ
っ
て
す
ぐ
の
と
こ
ろ
に
、
「
日
本
独
特
の
私
小
説
と
い
う
文

学
ジ
ャ
ン
ル
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て
「
私
小
説
」
と
い
う
の
は
独
立
し
た
「
文
学
ジ
ャ
ン
ル
」

な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
文
学
ジ
ャ
ン
ル
」
だ
っ
た
と
し
て
そ
れ
を
「
日
本
独
特
」
の
も
の
と
し
て
囲
い
こ
ん
で
し

ま
っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
疑
問
は
、
問
題
に
す
る
に
値
し
な
い
自
明
の
前
提
に
疑
義
を
唱
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
「
文
学
ジ
ャ
ン
ル
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
は
、
平
野
謙
の
用
語
法
が
厳
密
さ
を
欠
い
て
い
る
だ
け
で
、
「
小

説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
中
で
の
小
分
類
と
見
な
せ
ば
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
で
は
「
私
小
説
」
と

い
う
下
位
「
ジ
ヤ
ン
ル
」
と
並
ぶ
の
は
ど
う
い
う
下
位
「
ジ
ャ
ン
ル
」
に
属
す
る
小
説
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
恋
愛
小

説
」
「
冒
険
小
説
」
「
推
理
小
説
」
と
い
っ
た
、
小
悦
の
ス
ト
ー
リ
ー
・
題
材
を
基
準
と
し
た
、
そ
れ
自
体
と
し
て
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あ
い
ま
い
な
小
説
の
「
ジ
ャ
ン
ル
」
分
類
と
並
ぶ
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
私
小
説
と
は
、
小
説
家
で
あ
る
「

私

」

（
２
）

の
生
活
を
題
材
と
し
た
小
説
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
「
文
学
者
が
」
「
文
学
者
を
主
人
公
に
し
て
小
説
を
書

く

」

（
３
）

と
い
う
こ
と
が
私
小
説
の
内
容
上
の
条
件
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
、
読
み
手
と
書
き
手
と
の
共

犯
関
係
が
私
小
説
を
成
り
立
た
せ
て
き
た
条
件
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
中
村
光
夫
に
し
て
も
伊
藤
整
に
し
て
も
、

私
小
説
に
つ
い
て
語
る
た
め
に
文
壇
と
い
う
読
み
手
と
書
き
手
の
集
合
体
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
読
み
手
と
の
関
係
が
ジ
ャ
ン
ル
の
特
性
を
決
め
る
と
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
私
小
説
と
並
ぶ
の
は
新
聞
小
説
の

よ
う
な
限
定
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
限
定
さ
れ
た
形
で
読
み
手
の
手
に
渡
る
小
説
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
私
小
説
と
見
な
さ
れ
て
い
る
小
説
と
、
私
小
説
で
は
な
い
と
見
な
さ
れ
て
い
る
小
説
が
同
じ
雑
誌
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
分
類
も
適
切
で
は
な
い
。

「
日
本
独
特
」
と
い
う
と
ら
え
方
も
、
従
来
は
素
朴
に
議
論
の
前
提
に
な
っ
て
い
た
。
私
小
説
が
日
本
以
外
の
国

に
は
見
ら
れ
な
い
、
独
特
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
は
、
確
か
に
国
内
・
国
外
を
問
わ
ず
多
く
の
批
評
家
に
よ
っ

て
保
証
さ
れ
て
き
た
。
伊
藤
整
の
よ
う
に
私
小
説
を
近
代
の
日
本
人
の
思
想
・
発
想
の
特
質
と
結
び
つ
け
る
試
み
も

あ

る

。
中
村
光
夫
の
よ
う
に
敗
戦
の
原
因
、
ま
た
そ
も
そ
も
日
本
が
戦
争
を
避
け
ら
れ
な
か
っ
た
原
因
、
す
な
わ

（
４
）

ち
日
本
近
代
の
問
題
点
を
、
私
小
説
に
つ
い
て
の
検
討
か
ら
引
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
も
い

た

。
私
小
説
の
特
殊

（
５
）

性
と
し
て
、
登
場
人
物
に
関
す
る
情
報
が
小
説
の
中
で
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
小
説
を
書
い
た
小
説
家
本
人
に
関
す
る
知
識
を
持
っ
て
い
る
読
み
手
で
な
け
れ
ば
、
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
つ
ま
り
文
壇
お
よ
び
そ
の
予
備
軍
の
人
間
関
係
を
前
提
に
し
た
閉
ざ
さ
れ
た
表
現
だ
と
。

こ
の
よ
う
に
私
小
説
が
特
別
視
さ
れ
、
時
に
否
定
的
な
見
方
を
さ
れ
る
の
は
文
学
の
自
律
性
と
い
う
価
値
基
準
を

前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
学
・
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
本
来
小
説
は
自
律
し
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完
結
し
た
世
界
を
形
成
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
私
小
説
で
は
、
そ
れ
を
書
い
た
小
説
家
に
対
す
る
知
識
を

持
っ
て
い
る
こ
と
が
読
み
手
に
対
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
小
説
が
小
説
家
の
〈
実
生
活
〉
に
従
属
し
自
律

し
て
い
な
い
。
小
説
が
小
説
家
の
実
生
活
と
密
着
し
て
い
る
た
め
に
、
現
実
世
界
か
ら
独
立
し
た
独
自
の
世
界
を
形

成
す
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、
小
説
家
の
〈
実
生
活
〉
が
継
続
し
て
い
る
以
上
、
小
説
の
方
も
完
結
し
た
世
界
を
形

成
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
は
読
み
手
に
対
し
て
何
ら
か
の
知
識
を
投
入
し
て
読
む
こ
と
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
小
説
に
話
を
限
っ
て
進
め
て
い
く
。
小
説
の
外
側
か
ら
、
全
く
知
識
を
導
入
す
る
こ
と
な
し
に
小
説
を
読

む
こ
と
な
ど
不
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
意
味
や
言
葉
の
用
法
に
関
す
る
知
識
な
し
に
は
読
む
と
い

う
行
為
そ
の
も
の
が
成
り
立
ち
え
な
い
。
人
名
・
地
名
な
ど
の
固
有
名
詞
や
あ
る
時
代
・
地
域
・
階
層
に
だ
け
使
わ

れ
て
い
る
特
殊
な
言
葉
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
よ
り
日
常
的
な
普
段
用
い
て
い
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
っ
て
も
、

普
段
用
い
て
い
る
時
に
頼
っ
て
い
る
知
識
に
基
づ
か
ず
に
は
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
小
説
の
中
に
出
て
来
る
出
来

事
に
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
小
説
家
の
身
辺
の
出
来
事
だ
け
が
特
殊
な
知
識
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
い
る
が
、
様
々

な
生
活
習
慣
や
行
事
、
そ
れ
に
日
常
的
な
立
ち
居
ふ
る
ま
い
な
ど
、
読
み
手
が
知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
自
明
視

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
に
し
て
も
、
知
識
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
変
り
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
そ
の

も
の
を
小
説
と
見
な
し
て
読
ん
だ
り
、
日
本
語
と
し
て
、
ま
た
は
言
葉
と
し
て
読
め
る
と
考
え
る
こ
と
自
体
、
ジ
ャ

ン
ル
や
言
葉
・
文
字
に
関
す
る
知
識
に
依
存
し
た
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
知
識
を
持
っ
て
い
る
読
み
手
が
、
そ

の
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
読
み
手
よ
り
も
よ
り
良
く
読
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
知
識
を
活
か
し
た

読
み
が
で
き
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

言
葉
や
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
知
職
と
、
私
小
説
で
問
題
に
さ
れ
る
小
説
家
の
実
生
活
に
関
す
る
知
識
と
の
間
に
境
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界
線
を
引
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
に
依
存
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
、
も
う
一
方
に
依
存
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
と
決
定
す
る
根
拠
は
な
い
。
ど
ち
ら
も
小
説
の
外
側
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
厳
密
に
言
え
ば
両
者
は
共
に
小

説
の
自
律
性
・
完
結
性
を
阻
害
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

小
説
の
自
律
性
・
完
結
性
を
厳
密
に
考
え
て
い
け
ば
、
小
説
は
読
む
こ
と
す
ら
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

私
小
説
と
そ
れ
以
外
の
小
説
の
間
の
境
界
線
は
明
確
な
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
小
説
あ
る
い
は
表
現
と
し
て
見
る
限
り
、
私
小
説
に
は
「
ジ
ャ
ン
ル
」
と
し
て
の
特
殊
性
な
ど
な

い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
読
み
手
の
問
題
、
受
容
の
さ
れ
方
を
問
題
に
し
て
、
私
小
説
と
見
な
さ
れ
た
小
説
が
高

い
評
価
を
受
け
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
特
殊
な
事
態
と
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
、
そ
の
評
価
自

体
、
特
殊
な
私
小
説
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
私
小
説
の
定
義
自
体
が
、
予
め
「
日
本

独
特
」
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い

る

。

（
６
）

平
野
謙
の
「
日
本
独
特
」
と
い
う
言
い
方
は
、
私
小
説
は
国
際
的
に
は(

当
時
の
認
識
か
ら
す
る
と
特
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
お
い
て
は)

通
用
し
な
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
先
程
の
引
用
の
後
に

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
と
の
比
較
に
お
い
て
、
私
小
説
を
中
心
と
す
る
日
本
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
偏
向
」
が
「
み
き
わ
め

ら
れ
」
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
の
で
も
わ
か

る

。
私
小
説
を
「
日
本
独
特
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
」
と
と
ら
え

（
７
）

る
の
は
、
実
際
に
は
私
小
説
と
し
て
囲
い
こ
ま
れ
て
い
る
小
説
を
語
る
上
で
の
妨
げ
に
し
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

私
小
説
と
い
う
呼
称
で
い
く
つ
か
の
小
説
を
囲
い
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
は
囲
い
こ
ん
で
し
ま
え
る
と
考
え
て

し
ま
う
こ
と
に
、
既
に
問
題
が
あ
る
の
だ

が

。

（
８
）

私
小
説
の
独
自
性
、
さ
ら
に
は
私
小
説
に
反
映
さ
れ
て
い
る
日
本
文
化
の
特
質
を
問
題
に
す
る
よ
り
も
、
そ
れ
以

外
の
小
説
、
ま
た
は
そ
れ
以
外
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
共
通
性
か
ら
と
ら
え
る
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方
が
有
効
で
あ
る
。
私
小
説
を
読
み
直
す
こ
と
で
、
逆
に
そ
れ
以
外
の
小
説
の
読
み
方
を
変
え
て
い
く
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。

先
行
す
る
様
々
な
表
現
を
受
け
と
め
て
一
定
の
読
み
方
に
読
み
手
を
導
く
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
。

例
え
ば
、
こ
の
よ
う
に
私
小
説
を
定
義
す
る
と
、
「
日
本
独
特
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
」
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
範
囲

の
問
題
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
言
葉
を
補
う
と
、
先
行
す
る
様
々
な
表
現
と
は
そ
の

小
説
を
書
い
た
小
説
家
が
以
前
に
発
表
し
た
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
、
座
談
会
な
ど
で
の
発
言
、
そ
れ
に
加
え
て
他
の
小

説
家
、
評
論
家
、
編
集
者
、
新
聞
・
雑
誌
記
者
な
ど
の
書
い
た
小
説
・
エ
ッ
セ
イ
・
記
事
・
ゴ
シ
ッ
プ
な
ど
で
あ
る
。

後
者
の
方
は
、
そ
の
小
説
を
書
い
た
小
説
家
に
ま
つ
わ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら

の
情
報
は
様
々
な
方
向
性
を
持
ち
、
こ
れ
ら
を
参
照
し
た
か
ら
と
い
っ
て
一
定
の
読
み
方
が
決
定
で
き
る
と
い
う
こ

と
は
考
え
に
く
い
。
そ
れ
で
も
、
雑
多
な
情
報
の
う
ち
の
一
部
に
読
み
手
の
意
識
を
限
定
す
る
よ
う
な
方
向
づ
け
を

小
説
自
ら
に
行
な
わ
せ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
定
義
し
て
し
ま
え
ば
「
私
小
説
」
と
他
の
小
説
の
間
の
区
別
は
つ
か
な
く
な
る
。
小
説
世
界

の
完
結
性.

自
律
性
と
い
う
の
は
理
想
で
あ
り
、
実
際
に
小
説
を
読
む
時
に
は
前
提
に
は
で
き
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
小

イ

デ

ア

説
は
先
程
挙
げ
た
よ
う
な
先
行
す
る
様
々
な
表
現
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
読
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
私
小
説
の
方
が
参

照
す
る
情
報
の
限
定
の
仕
方
が
明
確
に
見
え
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
小
説
家
を
め
ぐ
る
ゴ
シ
ッ
プ
と
だ
け
関
係
づ
け

て
読
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
他
の
小
説
と
同
様
に
、
よ
り
広
い
先
行
す
る
表
現
と
か
か
わ
ら
せ
て
読
む
こ
と
が
で

き
る
。

こ
の
後
の
節
で
は
、
近
年
の
大
江
健
三
郎
の
私
小
説
的
と
見
な
さ
れ
る
小
説
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
今
ま
で
書
い

て
き
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
思
う
が
、
大
江
健
三
郎
の
小
説
が
私
小
説
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
い
う
の
で
は
な
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い
し
、
私
小
説
を
方
法
と
し
て
ど
う
用
い
た
の
か
と
い
う
問
題
を
立
て
る
訳
で
も
な
い
、
特
に
具
体
例
は
挙
げ
な
い

が
、
従
来
の
批
評
に
は
そ
の
よ
う
な
問
題
設
定
を
行
な
っ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
大
江
健
三
郎
の
小

説
の
独
自
性
を
強
調
す
る
た
め
に
、
私
小
説
と
い
う
も
の
を
狭
く
限
定
し
て
と
ら
え
、
否
定
的
に
語
っ
て
し
ま
う
と

い
う
き
ら
い
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
問
い
の
立
て
方
は
無
効
で
あ
る
。

本
章
は
、
大
江
健
三
郎
の
私
小
説
的
と
見
な
さ
れ
る
小
説
に
つ
い
て
、
小
説
が
、
先
行
す
る
表
現

―
こ
こ
で
は
同

じ
小
説
家
が
以
前
に
書
い
た
小
説

―
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
く
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
モ
デ
ル

・
ケ
ー
ス
と
し
て
扱
っ
て
い
く
。
た
だ
、
大
江
健
三
郎
の
小
説
を
見
る
前
に
、
補
助
線
と
し
て
「
日
本
独
特
」
の
私

小
説
と
見
な
さ
れ
て
き
た
小
説
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

２
〈
伝
記
的
事
実
〉
や
〈
実
生
活
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
際
は
当
事
者
や
第
三
者
に
よ
る
様
々
な
形
式
を

取
っ
た
記
述
の
寄
せ
集
め
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
が
時
に
背
反
し
あ
う
い
く
つ
か
の
記
述
が
取
捨
選
択
さ
れ
た
り
、

あ
る
傾
向
を
持
っ
て
集
め
ら
れ
、
一
つ
の
物

語
に
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
記
述
の
一
つ
一
つ
は
必
ず
偏
向
を

ス
ト
ー
リ
ー

含
み
こ
ん
で
お
り
、
物

語
が
形
成
さ
れ
る
中
で
そ
れ
ら
に
準
じ
た
、
ま
た
は
新
た
な
偏
向
が
含
み
こ
ま
れ
る
。
偏

ス
ト
ー
リ
ー

向
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
、
ま
る
で
ま
だ
見
出
さ
れ
て
い
な
い
〈
事
実
〉
や
〈
真
実
〉
が
ど
こ
か

に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記
述
者
の
意
図
は
さ
て
お
き
、
誤
り

の
な
い
〈
事
実
〉
や
〈
真
実
〉
と
い
う
も
の
は
理
想
と
し
て
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

イ

デ

ア

た
と
え
ば
、
私
小
説
と
見
な
さ
れ
て
い
る
小
説
の
中
で
（
伝
記
的
事
実
〉
と
食
い
違
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
す
る
。

普
通
そ
の
個
所
は
小
説
家
に
よ
る
〈
虚
構
〉
と
見
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
〈
事
実
〉
も
〈
虚
構
〉
も
ど
ち
ら
も
言
葉
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で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
違
い
は
な
く
、
二
つ
の
間
に
境
界
線
は
引
け
な
い
。
明
確
な
境
界
線
が
あ
る
は

ず
だ
と
い
う
思
い
こ
み
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
認
識
は
、
な
か
な
か
自
明
の
前
提
に
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
立
場
に
立
て
ば
、
例
え
ば
小

説
の
記
述
と
誰
か
の
手
で
〈
伝
記
的
事
実
〉
と
し
て
形
作
ら
れ
た
も
の
と
を
比
較
し.

そ
の
差
異
に
基
づ
い
て
小
説

家
の
意
図
や
無
意
識
を
読
み
取
る
批
評
は
無
効
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
素
朴
に
〈
事
実
〉
の
存
在
を
前
提
に

し
た
批
評
や
伝
記
は
現
在
も
後
を
絶
た
な
い
。

一
方
で
、
例
え
ば
ほ
と
ん
ど
の
詩
・
小
説
・
戯
曲
・
批
評
な
ど
は
そ
れ
を
書
い
た
人
間
の
名
前
を
付
し
て
多
く
の

人
々
の
目
に
触
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
戸
籍
名
で
あ
る
か
、
筆
名
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
同
じ
署
名
が
付

さ
れ
た
他
の
文
章
や
、
同
じ
名
前
が
含
ま
れ
た
文
章
・
音
声
・
映
像
と
関
係
を
持
た
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
と
い
う

よ
り
も
、
評
論
家
・
研
究
者
ま
た
愛
読
者
と
い
っ
た
、
一
つ
の
名
前
に
ま
つ
わ
る
言
葉
た
ち
を
関
係
づ
け
ず
に
は
い

ら
れ
な
い
読
み
手
と
い
う
も
の
が
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
自
分
の
署
名
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の(

自
分
が
署
名
を

付
し
た
も
の
と
い
う
言
い
方
が
普
通
だ
が)
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
名
前
の
も
と
に
統
合
し
て
読
ま
れ
る
こ

と
を
期
待
し
た
り
、
意
識
し
て
い
る
書
き
手
も
い
る
。
い
や
、
お
そ
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
書
き
手
が
そ
の
よ
う
な
期
待

・
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
読
み
手
が
書
き
手
の
期
待
・
意
図
に
忠
実
で
あ

る
必
要
も
義
務
も
な
い
。
そ
れ
で
も
、
小
説
自
ら
が
、
読
み
手
に
同
じ
署
名
を
付
さ
れ
た
他
の
小
説
を
招
喚
す
る
よ

う
に
求
め
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。

例
え
ば
、
平
野
謙
が
引
用
し
て
い
た
「
甘
き
世
の

話

」
を
例
に
し
て
み
よ
う
。
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
「
甘
き

（
９
）

世
の
話
」
は
「
宇
野
浩
二
つ
く
る
と
こ
ろ
の
」
小
説
で
あ
り
、
平
野
謙
は
そ
の
小
説
中
の
記
述
を
通
し
て
「
大
正
九

年
に
一
般
化
さ
れ
て
い
た
」
「
風
潮
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
小
説
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
読
ま
な
い
読
み
方
を
批
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判
し
た
「
私
小
説
の
二
律
背
反
」
自
体
が
、
小
説
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
と
ら
え
る
見
方
を
失
っ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
私
小
説
的
な
論
理(

？)

に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
引
用
個
所
を
小
説
の
一
部
と
し
て
読
ん
で
み
る
と
ど
う
な
る
の

だ
ろ
う
か
。

平
野
謙
が
引
用
し
て
い
た
記
述
は
、
全
体
で
「
二
十
一
」
ま
で
あ
る
う
ち
の
「
十
八
」
の
冒
頭
に
あ
た
る
。
語
り

手
の
小
説
家
半
子
半
四
郎
が
、
か
つ
て
書
い
た
自
分
の
小
説
を
タ
ネ
に
あ
る
芸
者
と
の
噂
を
立
て
ら
れ
、
彼
自
身
だ

け
で
は
な
く
相
手
の
芸
者
ま
で
も
が
迷
惑
を
被
っ
た
と
い
う
こ
と
を
語
る
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
小
説
家
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
そ
の
十
一
月
十
二
月
に
渡
っ
て
の
下
諏
訪
町
の

滞
在
中
に
書
い
た
「
心
」
と
い
う
小
説
が
、
正
月
の×

×

雑
誌
に
出
た
こ
と
で
、
小
さ
い
町
の
こ
と
だ
か
ら
妙

な
事
で
少
し
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
そ
の
中
の
一
部
に
芸
者
ゆ
め
子
の
こ
と
を
ゆ
み
子
と
し

て
少
し
脚
色
し
た
も
の
で
あ
る
。(
中
略
・
平
野
謙
の
引
用
し
た
個
所)

さ
て
、
そ
の
私
の
「
心
」
と
い
う
小
説

が
「
私
」
小
説
で
あ
っ
た
為
に
、
中
に
書
い
た
こ
と
が
悉
く
事
実
と
見
ら
れ
て
、
従
っ
て
私
が
ゆ
め
子
と
い
う

人
物
を
元
と
し
て
勝
手
に
脚
色
し
た
こ
と
も
事
実
と
見
ら
れ
て
、
私
は
ど
う
で
も
い
ヽ
が
、
私
の
愛
す
る
ゆ
め

子
に
多
少
迷
惑
を
か
け
た
次
第
で
あ
る
。
正
月
に
な
っ
て
、
そ
の×

×

雑
誌
が
出
る
と
、
「
ゆ
み
子
＝
ゆ
め

子
？
」
と
か
「
ゆ
み
子
は
お
蔭
様
に
て
大
評
判
に
候
」
な
ど
と
い
う
差
出
人
匿
名
の
葉
書
が
二
三
枚
も
私
の
東

京
の
下
宿
に
舞
い
込
ん
で
来
た
も
の
で
あ

る
（10

）

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
〈
私
〉
は
、
小
説
の
冒
頭
で
自
分
が
「
半
子
半
四
郎
」
と
い
う
名
前
で
あ
る
こ

と
を
明
か
し
、
「
二
」
の
冒
頭
で
は
次
の
よ
う
に
自
分
の
素
性
に
つ
い
て
注
釈
を
付
け
て
い
る
。



- 10 -

手
取
り
早
く
言
っ
て
し
ま
お
う
、
私
は
そ
の
前
に
初
め
て
こ
の
町
に
来
て
、
旅
館
花
屋
に
十
日
ば
か
り
滞
在

し
て
い
た
間
に
、
旅
の
つ
れ

ぐ
に
呼
ん
だ
芸
者
ゆ
め
子
に
心
を
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
だ
か
ら
私
自
身
が
誰

で
あ
る
か
？

そ
れ
は
話
の
中
で
追
々
に
織
り
ま
ぜ
て
話
す
こ
と
に
し
て
、
最
先
に
芸
者
ゆ
め
子
が
誰
で
あ
る

か
？

を
話
し
て
お
き
た
い
の
で
あ

る

。

（11

）

こ
の
個
所
か
ら
ま
も
な
く
、
〈
私
〉
は
自
分
の
女
に
関
わ
る
来
歴
を
語
る
の
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
私
自
身
が
誰
で

あ
る
か
？
」
な
ど
と
い
う
書
き
方
を
し
て
い
る
の
は
、
平
野
謙
の
引
用
し
て
い
た
個
所
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
無
暗
に
「
私
」
と
い
う
訳
の
分
ら
な
い
人
物
が
出
て
来
て
、
そ
の
人
間
の
容
貌
は
無
論
の
こ
と
、
職
業

に
し
て
も
、
性
質
に
し
て
も
一
向
書
か
れ
な
」
い
小
説
が
書
か
れ
る
「
不
思
議
な
現
象
し
に
対
し
て
、
自
分
の
小
説

で
は
〈
私
〉
に
つ
い
て
詳
し
く
書
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
、
「
甘
き
世
の
話
」
を
含
め
た
宇
野
浩
二
の
小
説
の
書
き
方
そ
の
も
の
が
、
〈
私
〉
が
抗
議
し
て
い
る
「
小

説
の
主
人
公
の
「
私
」
は
皆
作
者
そ
の
人
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
小
説
は
悉
く
実
際
の
出
来
事
の
よ
う
に

読
者
が
い
つ
と
な
く
考
え
る
よ
う
に
な
」
る
傾
向
を
助
長
さ
せ
る
性
質
を
持
っ
て
い
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
宇
野

浩
二
の
小
説
に
は
、
語
り
手
が
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
職
業
が
小
説
家
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
次

に
引
用
す
る
の
は
「
人

心

」
の
一
節
で
あ
る
。

（12

）

私
は
小
説
家
で
あ
り
ま
す
、
日
本
文
壇
の
小
説
家
の
末
席
に
列
す
る
光
栄
を
有
す
る
、
極
め
て
新
参
の
小
説
家

の
一
人
で
あ
り
ま
す
。
名
前
で
す
か
、
名
前
は
ど
う
か
お
預
り
願
い
た
い
、
言
う
わ
な
く
て
も
、
色
々
と
話
し
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て
い
る
う
ち
に
は
、
賢
明
な
る
諸
君
の
う
ち
に
は
略
々
お
察
し
に
な
る
方
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
ど
う
か
私
自

身
の
口
か
ら
申
上
げ
る
こ
と
だ
け
は
お
許
し
く
だ
さ
い
。

経
歴
で
す
か
、
そ
れ
は
殆
ど
何
の
経
歴
も
な
し
に
三
十
歳
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
最
も
適
当
な
言
い
方
で
し

ょ
う
か.
私
は
嘗
て
家
庭
ら
し
い
家
庭
に
育
っ
た
こ
と
が
な
く
、
と
言
っ
で
ひ
し

く
と
他
人
の
鞭
に
叩
か
れ

て
仕
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
訳
で
も
な
く
、
そ
し
て
い
つ
か
三
十
歳
に
な
っ
た
迄
、
元
よ
り
財
産
も
な
く
、
と
言

っ
て
職
業
ら
し
い
職
業
に
も
就
い
た
こ
と
が
な
い
（
後
略)

。

「
人
心
」
は
内
容
か
ら
す
る
と
、
「
甘
き
世
の
話
」
の
〈
私
〉
こ
と
半
子
半
四
郎
が
書
い
た
「
心
」
と
い
う
小
説

と
重
ね
る
こ
と
が
で
き

る

。
そ
の
点
だ
け
か
ら
見
れ
ば
「
甘
き
世
の
話
」
の
〈
私
〉
こ
と
半
子
半
四
郎
は
宇
野
浩

（13

）

二
本
人
の
小
説
上
の
別
名
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
さ
ら
に
「
人
心
」
の
記
述
に
ま
で
遡
っ
て
考
え
る
と
、
話

は
単
純
で
は
な
く
な
る
。
「
人
心
」
の
〈
私
〉(

名
前
は
わ
か
ら
な
い)

は
潮
来
に
三
日
間
滞
在
し
て,

別
れ
た
「
ヒ
ス

テ
リ
ー
」
女
と
の
間
の
経
緯
を
小
説
に
書
く
。
「
月
夜
が
ら
す
に
ふ
と
目
を
さ
ま
し
、
あ
い
た
さ.

じ
れ
っ
た
さ
に
無

理
な
こ
と
い
う
て
、
わ
し
ゃ
髪
い
じ
り
、
あ
い
た
い
が
病
か
、
疳
し
ょ
う
の
癖
か
、
さ
ヽ
で
し
の
が
ん
せ
苦
の
世
界
」

と
い
う
小
唄
に
ち
な
ん
で
、
そ
の
小
説
に
「
苦
界
」
と
い
う
題
名
を
付
け
る
。
こ
の
「
苦
界
」
と
い
う
題
名
、
ま
た

そ
も
そ
も
小
唄
の
中
に
出
て
く
る
「
苦
の
世
界
」
と
い
う
言
葉
は
、
宇
野
浩
二
自
身
の
小
説
を
連
想
さ
せ

る

。
そ

（14

）

れ
か
ら
す
る
と
「
人
心
」
の
〈
私
〉
も
名
前
を
隠
し
て
は
い
る
が.

宇
野
浩
二
本
人
と
見
な
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
、
今
問
題
に
し
て
い
る
状
況
を
整
理
し
て
お
く
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
名
前
の
な
い
〈
私
〉
と
名
乗
る
男
を
語
り
手
と
し
た
「
苦
の
世
界
」
と
い
う
小
説
が
書
か
れ
、
そ
れ
に
宇

野
浩
二
と
い
う
署
名
が
付
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
「
苦
界
」
と
い
う
小
説
を
書
い
た
と
語
る
〈
私
〉
と
名
乗
る
小
説
家
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を
語
り
手
と
し
た
「
人
心
」
と
い
う
小
説
が
書
か
れ
、
そ
れ
に
宇
野
浩
二
と
い
う
署
名
が
付
さ
れ
る
。
さ
ら
に
「
心
」

と
い
う
小
説
を
書
い
た
と
語
る
半
子
半
四
郎
と
名
乗
る
小
説
家
を
語
り
手
と
し
た
「
甘
き
世
の
話
」
と
い
う
小
説
が

書
か
れ
、
宇
野
浩
二
と
い
う
署
名
が
付
さ
れ
る
。

「
ヒ
ス
テ
リ
ー
」
の
女
性
と
の
関
係
を
書
い
た
と
い
う
「
苦
界
」
を
書
い
た
「
人
心
」
の
〈
私
〉
を
、
同
じ
よ
う

に
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
」
の
女
性
と
の
関
係
を
書
い
た
「
苦
の
世
界
」
に
署
名
を
付
し
て
い
た
宇
野
浩
二
本
人
と
見
な
し
、

芸
者
ゆ
み
子
が
登
場
す
る
「
心
」
を
書
い
た
と
い
う
「
甘
き
世
の
話
」
の
〈
私
〉
を
、
芸
者
ゆ
め
子
が
登
場
す
る
「
人

心
」
に
署
名
を
付
し
て
い
た
宇
野
浩
二
本
人
だ
と
見
な
す
の
は
無
理
な
見
方
で
は
な
い
。
ま
た
「
人
心
」
の
記
述(

「
そ

の
二
」)

に
よ
れ
ば
、
「
苦
界
」
は
〈
私
〉
自
身
の
「
別
れ
た
女
と
の
い
き
さ
つ
を
小
説
に
仕
組
」
ん
だ
も
の
で
あ

る
と
い
う
。
単
純
に
読
め
ば
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
小
説
は
ど
れ
も
宇
野
浩
二
本
人
を
主
人
公
と
し
た(

後
の
時
代
の

言
葉
を
使
え
ば)

私
小
説
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
な
読
み
方
は
、
「
甘
き
世
の
話
」
の
先
程
引
用
し
た
個
所
の
記
述
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て

し
ま
う
。
つ
ま
り
、
「
人
心
」
は
「
甘
き
世
の
話
」
に
よ
れ
ば
「
ゆ
め
子
と
い
う
人
物
を
元
と
し
て
勝
手
に
脚
色
し

た
」
部
分
を
含
ん
で
お
り
、
当
然
そ
れ
以
外
の
個
所
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
「
脚
色
」
が
施
さ
れ
て
い
る
と
い
う

見
方
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
「
人
心
」
に
「
脚
色
」
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
「
甘
き

世
の
話
」
に
も
そ
れ
が
無
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
。
半
子
半
四
郎
も
ま
た
宇
野
浩
二
と
は
一
線
を
画
し
た
小
説
内
の

み
の
存
在
だ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
「
脚
色
」
の
有
無
を
問
題
に
し
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
事
実
を
自
明
の
前
提
と
し
て

虚
構
と
の
二
項
対
立
で
語
る
立
場
を
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
小
説
を
あ
げ
た
の
は
、
あ
る

小
説
が
先
行
す
る
他
の
表
現
（
こ
こ
で
は
同
じ
小
説
家
の
過
去
の
小
説)

を
受
け
と
め
る
形
で
書
か
れ
る
と
い
う
こ
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と
の
例
を
示
す
た
め
で
あ
る
。

も
と
も
と
山
本
健
吉(

「
一
体
氏
の
小
説
に
は
空
想
何
分
実
録
何
分
と
い
っ
た
作
品
が
多

い

」)

や
水
上
勉(

「
ナ

（15

）

マ
に
作
者
は
出
て
こ
ず
に
、
そ
こ
に
は
多
少
の
つ
く
り
か
え
が
な
さ
れ
た
別
な
「
宇
野
浩
二
」
の
出
て
く
る
作
品
が

多
い
よ
う
に
も
見
う
け
ら
れ

る

」
）
に
よ
っ
て
、
宇
野
浩
二
の
小
説
は
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
区
別
が
つ
き
に

（16

）

く
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
自
体
は
、
イ
ル
メ
ラ
・
日
地
谷
＝
キ
ル
シ
ュ
ネ
ラ
イ

ト
の
語
る
よ
う
に
、
宇
野
浩
二
に
「
私
小
説
作
家
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
与
え
て
い
い
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
き
っ
か

け
に
な
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
現
実
概
念
な
い
し
真
理
概
念
を
新
た
に
定
義
す
る
手
掛
か
り
に
な
る
べ

き

」
こ

（17

）

と
な
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
以
前
の
小
説
に
書
き
こ
ん
だ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
こ
と
を
、
そ
の
後
に
書
い
た
小
説
で
語
る
と
い
う
の
は
宇

野
浩
二
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
古
井
由
吉
が
語
っ
て
い
る
よ
う

に

、
私
小
説
家
の
代
表
と
さ
れ
て
い

（18

）

る
葛
西
善
蔵
の
「
蠢
く

者

」
、
「
死
児
を
産

む

」
、
「
わ
れ
と
遊
ぶ

子

」
と
い
う
三
つ
の
短
篇
の
間
に
も
同
じ
関
係

（19

）

（20

）

（21

）

が
あ
る
。
「
死
児
を
産
む
」
に
お
い
て
は
、
一
通
の
手
紙
が
「
蠢
く
者
」
の
「
非
常
な
誇
張
」
が
語
ら
れ
る
き
っ
か

け
に
な
っ
て
い
る
。
主
人
公
・
語
り
手
の
小
説
家
の
許
に
届
い
た
「
同
姓
の
、
而
も
自
分
と
は
一
回
り
下
の
同
じ
亥

年
の
二
十
六
歳
の
、
Ｋ
刑
務
所
に
服
役
中
の
青
年
囚
徒
か
ら
の
手
紙
」
で
あ
る
。
そ
の
青
年
は
「
蠢
く
者
」
を
読
ん

で
「
あ
る
親
味
と
共
鳴
を
感
じ
た
」
よ
う
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
読
ん
で
小
説
家
は
「
『
迂
闊
に
物
は
書
け
な
い
…
…
』
」

と
「
心
に
叫
ん
だ
」
と
い

う

。

（22

）

第
一
に
あ
の
作
に
は
非
常
な
誇
張
が
あ
る
、
決
し
て
事
実
そ
の
も
の
ヽ
記
録
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
こ
の

青
年
囚
徒
に
単
純
な
記
録
と
し
て
読
ま
れ
て
、
作
品
と
し
て
の
価
値
以
上
の
一
種
の
感
激
を
与
え
て
い
た
と
云
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う
こ
と
に
な
る
と
、
自
分
は
人
間
と
し
て
の
良
心
の
疾
し
さ
を
感
じ
な
い
訳
に
は
行
か
な
い
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
「
わ
れ
と
遊
ぶ
子
」
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る

。

（23

）

死
児
を
産
む

―
斯
う
し
た
題
の
短
篇
を
、
自
分
は
彼
女
の
産
ま
れ
た
翌
く
る
月
の
四
月
の
あ
る
雑
誌
に
発

表
し
て
い
る
が
、
実
は
、
自
分
が
そ
れ
を
書
き
あ
げ
た
三
四
日
後
に
、
彼
女

―
ユ
ミ
子
は
、
小
石
川
の
あ
る

産
科
院
で
健
全
な
産
声
を
揚
げ
た
の
だ
っ
た
。

「
死
児
を
産
む
」
の
末
尾
に
は
「
四
月
二
日
朝
、
お
せ
い
は
小
石
川
の
あ
る
産
科
院
で
死
児
を
分
娩
し
た
。
そ
れ

に
立
合
っ
た
時
の
感
想
は
こ
ヽ
に
書
き
た
く
な
い
。
や
は
り
、
ど
こ
ま
で
も
救
わ
れ
な
い
自
我
的
な
自
分
で
あ
る
こ

と
だ
け
が
、
痛
感
さ
れ
た
。
粗
末
な
バ
ラ
ッ
ク
の
建
物
の
ま
わ
り
の
、
六
七
本
の
桜
の
若
樹
は
、
最
早
八
分
通
り
咲

い
て
い
た
。
…
…
」
と
あ
る
。
こ
の
記
述
が
実
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
、
後
に
書
い
た
小
説
の
中
で
明
か
し

て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
だ
け
嘘
を
重
ね
た
後
で
は
、
何
が

嘘

で
何
が
事
実
な
の
か
と
い
う
境
界
線
は
あ
い
ま
い

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
は
何
が

嘘

で
何
が
事
実
な
の
か
と
い
う
問
い
そ
の
も
の
が
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
し

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

ま
っ
て
い
る
。
か
つ
て
の
小
説
で
嘘
を
書
い
た
と
い
う
記
述
そ
の
も
の
が
嘘
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
そ
も

そ
も
小

説
で
嘘
を
書
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
。

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

何
が
嘘
で
何
が
事
実
か
、
ま
た
は
ど
こ
ま
で
事
実
で
ど
こ
か
ら
が
嘘
な
の
か
、
こ
の
よ
う
な
問
い
自
体
が
小

説

フ
イ
ク
シ
ヨ
ン

に
は
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
私
小
説
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
で
も
違

い
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
出
発
点
に
し
て
、
な
ぜ
事
実
を
歪
曲
し
た
の
か
と
い
う
形
で
問
い
を
進
め
、
小
説
家
の
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意
図
や
無
意
識
に
答
え
を
求
め
る
の
も
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
レ
ッ
テ
ル
を
補
強
す
る
役
割
し
か
果
た
し
て
い

な
い
。

あ
ら
た
め
て
小
説
に
ふ
さ
わ
し
い
問
い
を
立
て
直
す
な
ら
、
あ
る
小
説
の
記
述
と
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
た
小
説
の

記
述
は
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
形
に
な
る
。
先
行
す
る
様
々
な
言
葉
を
受
け
と
め
て
、
さ
ら

に
そ
れ
と
の
ず
れ
を
含
み
つ
つ
小
説
は
書
か
れ
て
い
る.

、
同
じ
小
説
家
の
以
前
に
書
い
た
小
説
の
中
の
言
葉
も
そ

の
一
つ
で
あ
る
。
先
行
す
る
小
説
が
後
に
書
か
れ
た
小
説
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
あ
る
し
、
逆
に
後
か
ら
書
か
れ

た
小
説
に
よ
っ
て
先
行
す
る
小
説
の
読
み
が
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

（
以
下
、
後
半
に
続
く
）
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注

(

１)
『
文
学
読
本
・
理
論
篇
』
塙
書
房
、
一
九
五
一
年
十
月
刊
。
引
用
は
『
平
野
謙
全
集
』
第
二
巻(

新
潮
社
、
一
九
七
五
年

二
月
刊)

に
よ
る
。

(

２)

私
小
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
小
説
の
す
べ
て
に
「
私
」
が
登
場
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
便
宜
的
に
こ
う
い
う
言
い

方
を
し
て
い
る
。

(

３)

中
村
光
夫
「
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
の
変
質
」
『
風
俗
小
説
論
』
河
出
書
房
、
一
九
五
〇
年
六
月
刊
。
引
用
は
新
潮
文
庫(

一

九
五
八
年
五
月
刊)
に
よ
る
。

(

４)

『
小
説
の
方
法
』(
河
出
書
房
、
一
九
四
八
年
十
二
月
刊)

や
『
小
説
の
認
識
』(

河
出
書
房
、
一
九
五
五
年
七
月
刊)

な

ど
。

(

５)

中
村
光
夫
『
風
俗
小
説
論
』(
３)

と
同
じ
。

(

６)

私
小
説
の
典
型
的
な
定
義
と
し
て
、
イ
ル
メ
ラ
・
日
地
谷
＝
キ
ル
シ
ュ
ネ
ラ
イ
ト
『
私
小
説
』(

平
凡
社
、
一
九
九
二
年

四
月
刊)

の
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。
「
私
小
説
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に
、
日
本
の
自
然
主
義
を
母
体
に
し
て
成
立
し
た
文
学

ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
日
本
の
自
然
・
主
義
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
自
然
主
義
を
模
範
と
し
、
真
実
の
忠
実
な
再
現
と
、
「
露
骨

な
る
描
写
」
と
を
旗
印
と
す
る
文
学
潮
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
価
値
観
を
交
え
ぬ
無
条
件
の
現
実
摸
写
と
い
う
こ
の
要

請
は
、
や
が
て
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
己
表
出
と
い
う
方
向
へ
と
、
一
種
独
特
な
か
た
ち
で
解
釈
し
な
お
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ

し
て
ま
さ
に
こ
の
独
特
な
解
釈
転
機
を
経
て
は
じ
め
て
、
日
本
の
自
然
主
義
は
、
広
く
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
ゆ
く
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
文
学
の
対
象
と
し
て
の
私
生
活
主
義
へ
の
こ
の
転
換
と
、
自
然
主
義
の
潮
流
の
告
白
文
学
へ
の

流
入
と
に
よ
っ
て
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
私
小
説
が
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
以
後
、
告
白
文
学
と
し
て
の
美
的
な
質
は
、
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告
白
の
正
直
さ
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、
測
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
」

（
７
）

「
私
小
説
の
二
律
背
反
」
（
１
）
と
同
じ
。

（
８
）

〈
私
小
説
作
家
〉
〈
私
小
説
〉
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
て
い
る
小
説
家
・
小
説
は
多
く
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ

て
を
完
全
に
含
み
こ
む
定
義
と
い
う
の
は
本
来
存
在
し
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
言
葉
の
定
義
と
い
う
の
は
消
極
的
に
「
～

や
…
…
で
は
な
い
」
と
い
う
形
で
し
か
行
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
い
く
ら
〈
私
小
説
〉
を
定
義
し
、
小
説
ジ
ャ
ン

ル
の
中
に
分
類
し
よ
う
と
も
、
他
の
分
類
項
目
と
共
通
す
る
側
面
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

（
９
）

『
中
央
公
論
』
一
九
二
〇
年
九
月
号
。

（10

）

こ
こ
で
の
引
用
は
初
出
誌
に
よ
っ
て
い
る
が
、
『
我
が
日
我
が
夢
』
（
新
潮
社
、
一
九
二
七
年
八
月
刊
）
を
底
本
に
し

て
い
る
『
宇
野
浩
二
全
集
』
第
二
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
八
年
八
月
刊
）
と
は
異
同
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
こ
こ
で

の
文
脈
に
か
か
わ
る
の
は
〈
私
〉
の
書
い
た
小
説
の
タ
イ
ト
ル
が
「
心
」
か
ら
「
人
心
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ

う
。

（11

）

（10

）
と
同
じ
。

（12

）

『
中
央
公
論
』
一
九
二
〇
年
一
月
号
。

（13

）

「
甘
き
世
の
話
」
に
は
、
「
心
」
と
い
う
小
説
に
「
ゆ
め
子
」
を
モ
デ
ル
に
し
て
「
ゆ
み
子
」
と
い
う
芸
者
を
登
場
さ

せ
た
と
書
い
て
あ
る
が
、
実
際
に
「
人
心
」
に
登
場
す
る
芸
者
の
名
前
は
「
ゆ
め
子
」
で
あ
る
。

（14

）

「
苦
の
世
界
」
『
解
放
』
一
九
一
九
年
九
月
号
、
な
お
、
『
子
の
来
歴
』
（
三
笠
書
房
、
一
九
三
六
年
三
月
刊
）
を
底
本

に
し
て
い
る
『
宇
野
浩
二
全
集
』
第
一
巻
所
収
の
「
人
心
」
で
は
、
〈
私
〉
の
発
表
し
た
小
説
の
題
名
が
「
苦
界
」
か
ら

「
苦
の
世
界
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

（15

）

山
本
健
吉
「
宇
野
浩
二
」
『
私
小
説
作
家
論
』
審
美
社
、
一
九
六
六
年
五
月
刊
。
引
用
は
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
の
復
刻
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（
近
代
作
家
研
究
叢
書
一
〇
五
、
一
九
九
〇
年
三
月
刊
）
に
よ
る
。

（16
）

水
上
勉
『
宇
野
浩
二
伝
』
中
央
公
論
社
、
一
九
七
三
年
四
月
刊
。

（17
）

『
私
小
説
』
（
６
）
と
同
じ
。

（18

）

古
井
由
吉
『
「
私
」
と
い
う
白
道
』
ト
レ
ヴ
ィ
ル
、
一
九
八
六
年
三
月
刊
。

（19

）

『
中
央
公
論
』
一
九
二
四
年
四
月
号
。

（20

）

『
中
央
公
論
』
一
九
二
五
年
四
月
号

（21

）

『
中
央
公
論
』
一
九
二
六
年
一
月
号
。

（22

）

引
用
は
『
葛
西
善
蔵
全
集
』
第
二
巻
（
津
軽
書
房
、
一
九
七
五
年
三
月
刊
）
に
よ
る
。

（23

）

引
用
は
『
葛
西
善
蔵
全
集
』
第
二
巻
に
よ
る
。


