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『
暗
夜

行
路
』

に
お
け
る
子

ど
も

宮

越

勉

ど

も

中

心

の
幾

つ
か

の

エ
ピ

ソ
ー

ド
、

子

ど
も

の
出

て
く

る

ワ

ン

は

じ

め

に

カ

ッ
ト
、

ワ
ン

シ

ー

ン
、

そ
れ

ら

は
他

の
部

分

と

ど

の
よ

う

に

関

連

し

て

い
る

の
か

、

ま

た

、

描

き

出

さ
れ

た
子

ど
も

そ

の

も

の

の

志

賀

直

哉

と

い

う
作

家

は
、

そ

の
初
期

か

ら

子

ど

も

へ
の
関

心

意

味

づ

け

な

ど

を

考

え

て

い
き

た

い

の
だ

。

こ
れ

は

『
暗
夜

行
路

』

幽

が
頗

る
強

く
、

そ

の
唯

一
の
長

篇

『
暗
夜

行

路

』

(
一
九

二

一

・

に
対

す

る

こ
れ

ま

で

に

ほ
と

ん
ど

類

例

の
な

い

ア
プ

ロ
ー

チ

の
仕

一
～

一
九

三
七

・
四
、

「
改

造

」

に
断

続

掲

載
。

の
ち

一
九

三
七

・

方

だ

と

思

う

が

、

『
暗

夜

行

路

』

の
そ

の
深

み

の
あ

る
世

界

か

ら

、

九

お

よ
び

一
〇

、

現

在

の
構

成

と

な

っ
て
改

造

社

よ

り

刊

行

。
)

あ

ま

り

言

い
古

さ

れ

て

い
な

い

よ
う

な

こ
と

を

述

べ

よ

う

と
す

る

以

前

の
作

品

を

み

て

も
実

に
多

様

な

子

ど

も

た

ち

が

描

か

れ

て
い

な

ら

ば

、

こ

の
よ

う

な

視

座

の
創

設

も

あ

る

い

は
有

効

に
働

く

の

　
ユ

　
た
。
『
暗
夜
行
路
』
に
も
や
は
り
多
く
の
子
ど
も
が
描
か
れ
て
い

で
は
な
い
の
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
『
暗
夜
行
路
』
に
お
け
る
子
ど
も

に
焦
点

を
当

て
、
そ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
こ
と
や
、

こ
れ
ま
で
の
研
究

で

一

見
過
ご
さ
れ
て
き
た
事
柄
な
ど
の
考
察
に
及
び
た
い
と
思
う
。
そ

の
際
、
『暗
夜
行
路
』

の
作
品
構
造
上
の
特
徴

で
あ
る

く類
似
〉

『暗
夜
行
路
』
前
篇
で
の
子
ど
も
と
い
え
ば
、

や
は
り
謙
作
少

　
　

　

と

く対
照
〉
と
い
う
こ
と
に
十
分
留
意
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
子

年
が
そ
の
中
心
を
な
す
。
作
中
、
小
説
家
で
あ
る
時
任
謙
作
自
身



の

「
幼
時
か
ら
現
在
ま
で
の
自
伝
的
な
」
「長

い
仕
事
」

は
挫
折

ま
り
、
第
四
の
十
四
は
、
第
二
の
三
と

〈類
似
〉
し
、
人
間
関
係

す
る

(第
二
の
三
)
が
、
「序
詞
」
や
第
二
の
三
な
ど
に
描
か
れ

に
疲
れ
た
謙
作
が
幼
児
期
に
立
ち
返

っ
て
い
る
の
だ
と
も

い
え
る

た
事
柄
を
時
系
列
の
順
に
並

べ
替
え
を
行
な
う
と
、
謙
作
の
幼
少

の
で
あ
る
。

年
時
代
の
形
成
が
あ
る
程
度
ま
で
可
能
と
な
る
。
謙
作
は
ど
の
よ

し
か
し
、
茗
荷
谷
時
代
の
回
想
で

一・番
重
要
な
も

の
は
、
母
と

う
な
子
ど
も
で
あ

っ
た
の
か
、
『暗
夜
行
路
』

の
他

の
部
分
も
視

一
緒
に
寝
て
い
て
、
母
が
よ
く
寝
入

っ
た
の
を
幸
い
と
し
て
、
床

野
に
入
れ

つ
つ
、
考
察
し
て
み
た
い
。

の
中
に
深
く
も
ぐ

っ
て
行
き
、
間
も
な
く
眠

っ
て
い
る
と
思

っ
た

謙
作
は
、
茗
荷
谷
の

「小
さ
い
古
ぼ
け
た
家
」
に
生
ま
れ
た
。

母
か
ら
烈
し
く
手
を

つ
ね
ら
れ
、
邪
樫
に
枕

ま
で
引
き
上
げ
ら
れ

父
は

ド
イ

ツ
留
学
中
で
、
.父
の
顔
を
知
ら
ず
に
成
育
し
た
の
で
あ

た
と
い
う

「恥
づ
べ
き
記
憶
」
で
あ
る
。
「
三

つ
か
四
つ
の
子
供
」

る
。

で
あ
る
謙
作
が
母
と

一
緒
に
寝
る
の
は
日
頃

か
ら
の
こ
と
で
あ

っ

幼
児
に
と

っ
て
は
、
見
る
も
の
聞
く
も
の
全

て
が
新
鮮
で
あ
る

た
だ
ろ
う
が
、
い
っ
た
い
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ど
の
よ
う
に
解

が
、
謙
作
の
場
合
、
と
り
わ
け
小
動
物

へ
の
関
心
が
語
ら
れ
て
い

釈
す
べ
き
な
の
か
。
何
よ
り
床
の
中
深
く
も
ぐ

っ
て
行

っ
て
母
か

濁

る
。
家
の
縁
側
で
悠
々
と
立
ち
去
る
狐
を
見
た
こ
と
、
柿
の
木
に

ら
手
を
烈
し
く

つ
ね
ら
れ
た
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
手
は
確

止
ま

っ
て
い
る
油
蝉
を
見
て
非
常

に
大
き
な
蝉
だ
と
思

っ
た
こ
と

実
に
母
の
下
半
身
に
触
れ
よ
う
と
し
て
い
た
、

い
や
触
れ
た
は
ず

が
思

い
返
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
次

の
本
郷
亀
岡
町
時
代
に
、
上

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
女
体

へ
の
興
味
、
極

め
て
早
い
性
の
目
覚

野
池

ノ
端
で
亀
の
子
を
夢
中

で
見
て
い
た
こ
と
も
思
い
返
さ
れ
て

め
と
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
回
想
時
点

(尾
道
滞
在
当
初
)
の

い
る

(第
二
の
三
)
。

謙
作
は
、
こ
の
行
為
の
意
味
づ
け
を

「前

の
人
の
さ
う
云
ふ
惰
性
」

小
動
物

へ
の
関
心
と
い
え
ば
、
後
篇
第
四
の
十
四
の
大
山
に
お

(「前
の
人
」
と
は
具
体
的
に
誰
を
指
す
か
曖
昧
だ
が
、
普
通
に
考

け
る
謙
作
は
、
小
さ
な
蜻
蛉
の
動
作
に
あ
る
種
の
人
間
よ
り
上
等

え
れ
ば
父
を
想
定
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
)
、
「
因
果
が
子
に
報

な
も

の
を
感
じ
た
り
、
石
の
上

で
遊
び
戯
れ
る
二
匹
の
蜥
蜴
の
襲

い
る
」
と
い
う
ふ
う
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ

に
し
て
も
な
ん
と
も

態
を
見
て
快
活
な
気
分
に
な

っ
た
り
、
青
空
の
下
、
悠
々
と
舞
う

特
異
な
幼
時
体
験
だ
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
、
子
ど
も
の

鳶
の
姿
を
仰
ぎ
見
て
飛
行
機
の
醜
さ
を
思

っ
た
り
し
て
い
る
。

つ

異
様
な
性
欲
に
ま

つ
わ
る
深
淵
な
る
も
の
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、



の
ち

に
描

か

れ

る
後

篇

第

四

の
五

の
、

直

子

と
要

の

「
亀

と
籠

」

.
い

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

感

じ

さ

せ

る
。

こ

の

エ
ピ

ソ
ー

ド

は
、

危

険

な

の
遊

び

の

エ
ピ

ソ
ー

ド
と

通

底

し
、

〈
類

似

〉

す

る

も

の

と

し

て

立

場

に

あ

っ
た
謙

作

と

そ

れ

を

心

か

ら

心

配

し

て
く

れ

た
母

と

の

位

置

づ

け

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

愛

情

の
交

流

を

示

し

て

い
る

の
だ

が

、

男

の
児

の
持

つ
力

強

い

工

父

が

ド

イ

ツ
留

学

か

ら

帰

朝

し

て
間

も

な

く
、

一
家

は
本

郷

竜

ネ

ル
ギ

ー

と

い
う
点

で
、

の
ち

に

く
類

似

〉

す

る

エ
ピ

ソ
ー

ド
が

岡

町

に
移

転

し

た

。

旧

藩

主

が

死

ん

だ
時

、

幼

い
謙

作

も

そ

の
葬

配

置

さ

れ

て

い
る

こ
と

(第

二

の
九

な

ど

に
あ

る

)

に
留

意

せ

ね

儀

の
行

な

わ

れ

た

伝

通

院

に
赴

き

、

お
か

く

れ

に
な

っ
た

と

い

う

ば

な

ら

な

い
。

の
を

「
隠

れ

ん

坊

」

と

解

し

て
、

棺

の
後

ろ

へ
立

て
廻

し

た
金

屏

一
方

、

幼

児

期

の
謙

作

が

「
我

儘

で
も

あ

っ
た

」

と

い
う

面

を

風

の
裏

を

し

き

り

に
探

し

廻

っ
た

こ
と

を

思

い
出

し

て

い

る
。

茗

よ

く
示

し

て

い

る

の
が

羊
奨

事

件

で
あ

る
。

ヘ

へ

荷
谷
時
代
の
、
近
所
の
子
と

「坊
や
」
と
い
う
の
は
自
分
の
こ
と

謙
作
が

コ

人
茶
の
間
で
寝

こ
ろ
ん
で
居
」
(傍
点
は
引
用
者
)

だ
と
互
い
に
主
張
し
合

っ
た
こ
と
と
と
も
に
、

ユ
ー
モ
ア
を
誘
う

る
と
、
そ
こ
に
父
が
帰
宅
し
、
快
か
ら
菓
子

の
紙
包
み
を
出
し
て

エ
ピ

ソ
ー
ド
で
あ
る
。

茶
箪
笥
の
上
に
置
い
て
出
て
行

っ
た
。
そ
れ
を
じ
ろ
じ
ろ
見
て
い

471

が
、
本
郷
亀
岡
町
で
の
印
象
深
い
思
い
出
は
、
な
ん
と
い
っ
て

た
謙
作
。
が
、
父
は
ま
た
茶
の
間

に
入

っ
て
来

て
、
そ
の
紙
包
み

も

「序
詞
」

に
描
か
れ
た

■「
四

つ
か
五

つ
か
」
の
折
の
、
屋
根
事

を
戸
棚
の
奥
に
仕
舞
い
込
ん
で
出

て
行

っ
た
。
こ
の
父
の
行
為
は
、

件
と
羊
奨
事
件

で
あ
る
。

明
ら
か
に
謙
作
の
存
在
を
気
に
か
け
、
謙
作

に
菓
子
を
与
え
た
く

幼

児
期

の
謙
作
は

「
き
か
ん
坊
で
我
儘
で
も
あ

っ
た
。
」
と
さ

な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
当
然
な
が
ら
謙
作

れ
る

(「
序
詞
」)
が
、
そ
の

「
き
か
ん
坊
」
ぶ
り
の

一
面
を
よ
く

は

「
む

っ
と
」
し
、
気
分
が
急
に
暗
く
な
る
。
そ
し
て

「我
儘
な

,

示
し

て
い
る
の
が
屋
根
事
件
で
あ
る
。

気
持
が
無
闇
と
込
み
上
げ
て
来
」
、
母
に
執
拗

に
そ
の
菓
子
を
ね

秋

の
夕
暮
時
、
謙
作
は

「
し
も
手
洗
場

の
屋
根

へ
懸
け
捨
て
て

だ
る
の
だ

っ
た
。
と
う
と
う
本
気
で
怒
り
出

し
た
母
は
、
謙
作
に

ヘ

へ

あ

っ
た
梯
子
か
ら
誰

に
も
気
づ
か
れ
ず
に

一
人
、
母
屋
の
屋
根

へ

折
濫
を
加
え
る
。
そ
れ
は
謙
作
の
口
に
菓
子

(厚
切
り
の
羊
奨
)

登

っ
て
行

っ
た
」
(傍
点
は
引
用
者
)
の
で
あ
る
。
屋
根

の
上
で
快

を
無
理
矢
理
押
し
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
食
ひ
し
ば

っ
て
み
る
味

活
な
気
分
に
な
り
、
大
き
な
声

で
唱
歌
を
唄
う
。
前
向
き
な
力
強

噌
歯
の
間
か
ら
、
羊
奨
が
細
い
棒
に
な

っ
て
入

っ
て
来
る
の
を
感



じ
な

が
ら
」
、
「度
胆
を
抜
か
れ
て
、
泣
く
事
も
出
来
な
か

っ
た
。」

た
い
。
謙
作
は
中
学
生
の
折
、
二
歳
程
年
下

の
友
人
末
松
と
そ
れ

と
い
う
謙
作
。
紅
野
敏
郎
が
い
う
よ
う
に
、
「
厚
切
り
の
羊
奨
が

に
お
栄
の
三
人
で
よ
く
花
札
遊
び
を
し
た
と
い
う

(第
三
の
十
四
)。

ヘ

へ

細
い
棒
に
な

っ
て
入

っ
て
く
る
肉
感
、
そ
れ
が

っ
た
わ

っ
て
く
る

こ
れ
は
、
根
岸
で
の
幼
年
体
験
の
延
長

で
あ
り
、
や
が
て
そ
の
花

描
写
」
で
、
作
者

の
優
れ
た
力
量
を
感
じ
さ
せ
る
描
写
部
分

で

札
遊
び
は
謙
作
と
直
子
の
新
婚
家
庭
に
持
ち
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
範
。

祖
父
の
根
岸
の
家
に
引
き
取
ら
れ
て
行

っ
て
半
年
余
り
の
ち
、

謙
作
が
六
歳

の
折
、
そ
の
母
は
亡
く
な

っ
た
。
そ
の
前
後
の
詳

謙
作
は
祖
父

に
連
れ
ら
れ
て
本
郷

の
父
の
家

を
訪
問
し
た
。
珍
し

し
い
回
想
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
、
二
ヵ
月
ほ
ど
し
て
、
謙
作

く
機
嫌

の
よ
い
父
は
謙
作

に
角
力
を
取
ろ
う
と
言

っ
て
き
た
。
こ

ヘ

へ

が

「
一
人
、
門
の
前
で
遊
ん
で
み
る
」
(傍
点
は
引
用
者
)
と
、

そ

れ
に
謙
作
は
嬉
し
さ
を
感
じ
、
そ
の
小
さ
な
身
体
全
体
で
嬉
し
が

っ

こ
に

「
見
知
ら
ぬ
老
人
」
が
や

っ
て
来
た
。
祖
父
と
の
初
対
面
の

て
全
力

で
立
ち
向
か

っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
父
は
謙
作
に

「常

シ
ー

ン

で
あ

る

。

幼

い
謙

作

は

こ

の
老

人

か
ら

圧

迫

感

を

受

け

る

に

く

冷

た
」

く

、
謙

作

は
そ
れ

に
・「
余

り

に
慣

ら

さ
れ

て

み
た
。
」

が
、

そ
の
老
人
が

「近
い
肉
親
」
で
あ
る
こ
と
を
本
能
的

に
察
知

と
さ
れ
る
が
、
子
ど
も
時
代
の
内
実
は
多
分

に
違

っ
て
い
た
は
ず

照

し
た
。
息
詰
ま
る
よ
う
な
緊
張
感
の
あ
る
描
写
が
施
さ
れ
て
い
る

で
あ
る
。
現
に
、
父
に
角
力
を
取
ろ
う
と
言

わ
れ
、
異
常
な
喜
び

が
、

『暗
夜
行
路
』
全
篇
に
お
い
て
、
老
人
と
子
ど
も
の
組
合
せ

ぶ
り
を
示
す
の
だ
か
ら
、
父
か
ら
の
愛
情
の
発
露
を
内
心
期
待
し

は
三

ヶ
所
あ
り
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

っ
て

て
い
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
父
と
の
角
力
は
父
の
愛
情
を
惑

い
る

の
か
は
、
の
ち
に
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

じ
取
れ
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
だ

っ
た
の
だ
。

と
は
い
え
、
悲
惨
な

や
が
て
謙
作
は
、
祖
父
の
住
む
根
岸
の

「小
さ
い
古
家
」

に
引

思
い
を
残
す
結
果
に
な

っ
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
翻

つ

き
取
ら
れ
て
行

っ
た
。
祖
父
を
ど
う
し
て
も
好
き
に
な
れ
な
か

っ

て
羊
葵
事
件
の
際
に
、
何
故
謙
作
は
父
の
振

舞
い
に
接
し
、
「
泣

た
が
、
そ
こ
に
祖
父
の
妾
の
お
栄
が
い
、
お
栄
を
段

々
に
好
き
に

き
た
い
や
う
な
、
怒
り
た
い
や
う
な
気
持
」

を
抱
き
、
そ
れ
を

エ

な

っ
て
い
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
の
生
活
ぶ
り
は
、
「
総
て
が
自
堕

ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
っ
た
の
か
を
か
ら
め
て
考
え
て
み
て
も
よ

落
だ

つ
た
。
」
と
い
う
が
、
『暗
夜
行
路
』

の
の
ち
の
展
開
か
ら
み

い
。
そ
れ
は
、
父
の
や
さ
し
い
態
度
、
愛
情

を
期
待
し
て
い
た
か

て
、
花
札
遊
び
が
こ
こ
で
盛
ん
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し

ら
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
菓
子

(羊
葵

)
を
あ
と
で
お
前
に



も
分
け
て
や
る
か
ら
な
、
と
い

っ
た
父
の

一
言
が
あ
れ
ば
、
謙
作

に
変
則
的
な
肌
と
肌
と
の
触
れ
合
い
の
あ
る
も
の
に
お
い
て
は
じ

は
あ

ん
な
に
執
拗
に
母
に
菓
子
を
ね
だ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
の
で

め
て
母
の
愛
を
実
感
で
き
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

あ
る
。

し
か
し
第

一
の
五
で
、
愛
子
の
兄
慶
太
郎
と
信
行

(
こ
の
二
人

前
篇
第
二
の
三
お
よ
び

「序
詞
」
に
示
さ
れ
た
謙
作
の
幼
年
期

は
同
年
)
と
謙
作
の
三
人
は
、
「
子
供

の
頃
か
ら
よ
く
遊
ん
だ
。」

の
回
想
に
お
い
て
謁
し
く
思
わ
れ
る
の
は
、
二
歳
年
長
の
兄
信
行

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
「
子
供

の
頃
」
と
い

っ
て

が
全
く
そ
の
姿
を
見
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第

一
の
二
で
、
謙
作

も
謙
作
が
何
歳
の
頃
か
定
か
で
は
な
い
が
、

三
人
グ
ル
ー
プ
で
は

が

「
誰
よ
り
も
こ
の

一
人
の
兄
に
好
意
と
親
み
を
持

っ
て
居
た
。
」

一
人
が
他

の
二
人
と
親
疎
の
距
離
が
出
来
る
も

の
で
、
信
行
も
謙

と
い
う
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
そ
の
幼
年
時
代
の
思
い
出
に
信
行

作
も
慶
太
郎
と
は
そ
う
親
し
く
な
れ
な
か

っ
た
と
あ
り
、
信
行
と

が

一
度
も
登
場
し
な
い
の
が
騎
に
落
ち
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

謙
作
の
仲
は
慶
太
郎
が
そ
こ
に
加
わ
る
こ
と

に
よ

っ
て
よ
り
親
し

次

の
よ
う
に
解
す
れ
ば
辻
褄
が
合
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
幼

く
な

っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
る
。

そ
れ
に
母
の
死
が
謙

少
時

の
謙
作
は
、
「他
の
同
胞
」
と
は

「
不
公
平
」

に
扱
わ
れ
、

作
と
信
行
を

一
層
親
し
く
す
る
契
機
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
信

491

そ
れ

に
慣
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
う

(「序
詞
」
)。
「他
の
同
胞
」
と

行
と
て
そ
の
母
の
死
を
深
く
悲
し
ん
だ
は
ず

で
あ
る
。
謙
作
と
悲

い
っ
て
も
信
行

一
人
と
し
か
受
け
取
れ
な
い
の
だ
が
、
謙
作
は
、

し
み
の
共
通
体
験
を
得
、
別
々
に
暮
ら
し
て
い
て
も
、
そ
の
母
恋

両
親
お
よ
び
祖
母
の
愛
が
長
男
の
信
行
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を

し
さ
か
ら
信
行
と
謙
作
は
牛
込
の
愛
子
の
母

(信
行
と
謙
作
の
母

　
る

　

思

い
知

ら

さ

れ

て

い
た

と

い
う

こ
と

な

の

で

は
な

い

の

か
。

だ

か

の
親

友

)

の
家

に

し

ば

し

ば
訪

れ

る

こ
と

が

あ

っ
た

の

で

は
な

か

ヘ

へ

ら

謙

作

は

一
人

で
遊

ぶ

こ
と

が

多

か

っ
た

の
だ

と

い

え

る
。

と

は

ろ

う

か
。

む

ろ

ん
謙

作

の
方

は

一
人

で
も

よ

く

愛

子

の
母

の
家

に

い
え

、

父

の
持

ち

帰

っ
た

菓

子

に

つ
い

て
も

信

行

に
だ

け
分

け
与

出

入

り

し

た

と

い

う

の

だ

が
、

母

の
死

を

境

に
謙

作

と

信

行

は
そ

え

ら

れ

る

の
か

と

思

え

ば

、

父

の
振

舞

い

に
む

し

ゃ
く

し

ゃ
と
し

れ
以

前

に
比

べ
、

か

え

っ
て
親

密

に
な

っ
て

い

っ
た

と

想

像

さ

れ

た

反

応

を

現

わ

し

て
し

ま

っ
た

の
か

も

し

れ

な

い
。

あ

る

い

は
普

る

の

で
あ

る
。

'

ヘ

へ

段
母
か
ら
ス
キ

ン
シ
ッ
プ
を
受
け
た
覚
え
が
な
い

(不
義
の
子
ゆ

そ
う
だ
と
し
て
も
、
幼
少
年
期
の
謙
作
は
基
本
的
に
孤
独
で
あ
っ

え
の
不
幸
)
こ
と
か
ら
、
屋
根
事
件
や
羊
葵
事
件
の
よ
う
な
多
分

た
。
だ
か
ら
次
第
に

「子
供
か
ら
の
空
想
癖
」

(
第
二
の
四
)
が



身
に

つ
く
よ
う
に
な

っ
た
の
も
納
得
が
い
く
の
で
あ
る
。

れ
読
み
手
は
、
謙
作
の
側
に
立

っ
て
、
母
の
過
失

(不
義
)
を
安

そ
の
後
の
謙
作
の
少
年
時
代
の
こ
と
は

『暗
夜
行
路
」

の
記
述

易
に
下
根
と
さ
れ
る
祖
父
の
強
姦
に
近
い
も

の
だ

っ
た
と
想
像
し

か
ら
は
数
多
く
は
掬
い
取
れ
な
い
。
第
二
の
十

一
に

コ

体
、
謙

が
ち
だ
が
、
そ
れ
に
は
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
の
で

作
は
子
供
の
う
ち
か
ら
寄
席
と
か
芝
居
と
か
、
さ
う
い
ふ
場
所
に

あ
る
。

よ
く
出
入
り
し
た
。
そ
れ
は
祖
父
や
お
栄
が
行
く
の
に
つ
い
て
行

以
上
で
、
謙
作
の
幼
少
時
代
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
謙
作
少

つ
た
」
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
の
中
学
卒
業
時
あ
た
り
か
ら
女
義
太

年
の
性
格
な
ど
が
透
る
程
度
ま
で
把
捉

で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
と

夫
に
凝

っ
た
こ
と

(第
二
の
十

一
)
、
ま
た
成
人
後
の
謙
作
が
、

も
あ
れ
、
『暗
夜
行
路
』
前
篇
、
と
り
わ
け
謙

作
の
尾
道
生
活
ま

「帝
国
座

の
女
優
劇
」
を
見
に
行

っ
た
り

(第

一
の
三
)
、
尾
道
で

で
は
、
子
ど
も
と
い
え
ば
謙
作
少
年
が
中
心

に
描
か
れ
、
曲
が
り

自
身

の
出
生
の
秘
密
を
知
ら
さ
れ
た
直
後

に

「盛
綱
の
芝
居
」
を

な
り
に
も
謙
作
の
幼
少
時
の
自
伝
的
な
も
の
が
形
成
で
き
る
仕
掛

見
て
気
を
紛
ら
せ
た
こ
と

(第
二
の
七
)
な
ど
は
、
そ
の
少
年
期

け
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
多
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

体
験

の
影
響
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
。

励

が
、
こ
れ
は
子
ど
も

へ
の
視
点
と
い
う
側
面
か
ら
い
さ
さ
か
逸

二

脱
す

る
が
、
謙
作
の
母
も

「芝
居
好
き
」
だ

っ
た
と
さ
れ
て
い
る

こ
と

(第

一
の
五
)
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
謙
作
の
芝
居
好

次
に
、
主
人
公
謙
作
以
外

の
子
ど
も
に
注
目
し
て
み
た
い
。

き
は
単
に
母
か
ら
の
血
筋
を
引
く
も
の
だ

っ
た
と
も
い
え
る
の
だ

前
篇
第
二
の
二
で
、
謙
作
は
尾
道
で
の
そ

の
住
居
を
決
め
る
た

が
、

こ
こ
で
謙
作
の
母
と
祖
父
と
の
共
通
項
が
見
出
さ
れ
て
く
る

め
に
千
光
寺
と
い
う
山

の
上

の
寺
を
目
指
す
。
道
が
分
か
ら
ず
に

の
だ
。
そ
れ
は
二
人
と
も
芝
居
好
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
る
と
、
そ
こ
に
突
貫

ラ
ッ
パ
の
節
で
大
声

に
唄

っ
て
細
い
竹
の

『暗
夜
行
路
』
で
は
謙
作
は
母
と
祖
父
の
結
び

つ
き
を
厭

い
、

そ

棒
を
振
り
な
が
ら
元
気
よ
く
駈
け
下
り
て
来

る

「十
二
三
に
な
る

の
穿
墾
を

一
切
し
な
い
。
し
か
し
、
茗
荷
谷
の

「小
さ
い
古
ぼ
け

男
の
児
」
に
出
会
う
。
謙
作
が
こ
の
少
年
に

「千
光
寺

へ
行
く
の

た
家
」

で
祖
父
と
同
居
す
る
謙
作
の
母
は
、
祖
父
と
芝
居
の
話
に

は
こ
れ
で
い
い
の
?
」
と
訊
ね
る
と
、
「
口
で
云
う
て
も
分
ら
ん

う
ち
興
じ
た
こ
と
が
何
度
か
あ

っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
わ
れ
わ

け
え
。
俺
が

一
緒

に
行
き
や
ん
せ
う
」
と
言

っ
て
、
そ
の

「前

こ



ご
み
の
身
体
」
を

「快
活

に
左
右
に
振
り
な
が
ら
」
、
先
導
す

る

子
ど
も
の
組
合
せ
の
二
番
目
の
も
の
で
、
あ
と
で
詳
し
く
考
察
に

の
で
あ

っ
た
。

及
ぶ
こ
と
と
す
る
。

「
十
二
三
」
と
い
う
年
齢
だ
が
、
こ
の
少
年
は

「
き
か
ん
坊
」

謙
作
は
、
お
の
れ
の
出
生
の
秘
密
を
知
ら
さ
れ
、
中
耳
炎
の
治

の
部
類
に
属
し
、
「
そ
の
元
気
の
よ
さ
、
快
活
さ
が
強
調
さ
れ
て
い

療
も
あ

っ
て
、
東
京
に
戻
る
際
、
そ
の
汽
車

の
中

で
軍
人
夫
婦
の

る
。

こ
の
少
年
に
好
感
を
持

つ
カ
こ
と
が

一
因
と
な
り
謙
作
は
尾

子
ど
も
二
人
を
見
か
け
る

(第
二
の
九
)
。

こ
れ
自
体
、
ほ
ほ
え

道
と

い
う
土
地
を
好
ま
し
く
思
う
。
人
類

の
永
生
、
幸
福
に
寄
与

ま
し
家
族
愛
の
姿
を
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
が
、
ひ
と
と
き
も
じ
つ

す
る
文
学
の
仕
事
を
こ
の
地
に
滞
在
し
て
目
指
そ
う
と
す
る
謙
作

と
し
て
い
な
い
子
ど
も
た
ち
は
や
が
て
車
窓

を
開
け
、
外
を
眺
め

に
と

っ
て
、
ま
こ
と
に
好
ま
し
い
少
年
像

で
あ
り
、
あ
の
屋
根
事

出
し
た
。
「六

つ
位

の
男
の
児
」
は
、
車
窓
か
ら
首
を
突
き
出
し
、

件
で
屋
根
の
上
で
大
声
で
唱
歌
を
唄

っ
て
い
た
幼
児
の
謙
作
と
も

大
声
に
唱
歌
を
唄

っ
た
。
下
の
女
の
児
は
、
首
を
出
さ
ず
に
そ
れ

繋
が
り
を
持

つ
も
の
で
あ

っ
た
の
だ
。

に
和
し
た
。
外
は
風
が
強
い
。
男
の
児
の
声

が
風
に
さ
ら
わ
れ
そ

こ
の
突
貫
ラ
ッ
パ
の
少
年
と

〈類
似
〉
す
る
少
年
が
そ
の
す
ぐ

う
に
な
る
と
、
「
わ
ざ
一

野
蛮
な
銅
躍
声
を
張
上
げ
た
り
し
た
。」

姐

あ
と

に
点
描
さ
れ
て
い
る
。
謙
作
の
寓
居
は
決
ま

っ
た
が
、
あ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
て
、
謙
作
は

「
子
供

な
が
ら
に
男
性
を
見

夕
方
、
長
屋
の
狭
い
濡
縁
か
ら
下
の
方
を
眺
め
て
い
る
と
、
あ
る

る
気
」
が
し
、
「何
と
な
く
愉
快
」

に
な
る
の

で
あ

っ
た
。

こ
の

商
家

の
屋
根
の
物
干
し
で
、
沈
み
か
け
た
太
陽

の
方
を
向

い
て
子

軍
人
の
男
の
児
は
、
屋
根
の
上
の
幼
児
の
謙
作
、
突
貫
ラ
ッ
パ
の

供
が
棍
棒
を
振

っ
て
い
る
の
が
見
え
た

(第

二
の
三
)
。

こ
れ
も

少
年
、
夕
陽
に
向
か
い
棍
棒
を
振
る
子
供
と
連
な
る
も
の
で
あ
る

あ
の
屋
根
の
上
の
幼
児
の
謙
作
に
通
じ
、
向
日
的

で
、
前
向
き
の

こ
と
は
も
は
や
言
う
ま
で
も
な
い
。
謙
作
の
尾
道
で
の
仕
事
は
挫

エ
ネ

ル
ギ
ー
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

折
し
た
が
、
進
歩
、
発
展
の
思
想
に
支
え
ら

れ
た
、
い
わ
ゆ
る
ヒ

が
、
謙
作
の
仕
事
は
挫
折
し
た
。
気
分
転
換
を
計
る
た
め
、
四

コ
ー
キ
空
想

(第

一
の
九
)
は
ま
だ
持
続
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

国

へ
の
小
旅
行
を
思
い
立

っ
た
と
こ
ろ
で
、
隣

の
爺
さ
ん
と
近
所

『暗
夜
行
路
』
後
篇
に
な
る
と
、

こ
の
よ
う
な
元
気

い
っ
ぱ
い

の
芳
子
と
い
う

「六

つ
ば
か
り
に
な
る
女

の
児
」
と
が
互
い
に
呼

の
子
ど
も
は
そ
の
影
を
ひ
そ
め
る
。
わ
ず
か

に
、
第
三
の
十
に
次

び
交
わ
す

シ
ー
ン
が
描
か
れ
る

(第
二
の
四
)
。

こ
れ
は
老
人
と

の
よ
う
な
叙
述
が
み
ら
れ
る
。



『暗
夜
行
路
』

の
展
開
に
即
し
子
ど
も

の
姿

に
注
視

し
て
み
る

彼
が
京
都
に
来
た
頃
、
よ
く
此
隼
の
や
う
な
早
い
飛
行
機
が

と
、
謙
作
の
尾
道
生
活
以
降
は
、
男

の
児
に
代
わ
り
、
少
女
や
女

高
い
所
を
小
さ
く
飛
ん
で
居
る
の
を
見
た
。
町
の
子
供
連
が

の
児
の
姿
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な

っ
て
い
る

こ
と
に
気
づ
く
。
第

そ
れ
を
見
上
げ

「荻
野
は
ん
や
荻
野
は
ん
や
」
と
充
奮
し
て

二
の
十

一
で
謙
作
は
、
娘
義
太
夫
の
栄
花
の
こ
と
を
回
想
す
る
。

ヘ

へ

る
た
事
を
憶
ひ
出
す
。
子
供
ば
か
り
で
な
く

「
荻
野
は
ん
」

「其
頃
十
二
三
の
栄
花
」

は

「小
柄
な
娘
」
で
、
「
声
は
子
供
と
し

の
京
都
で
の
人
気
は
大
し
た
も
の
だ

っ
た
。
そ
れ
が
今
は
死

て
も
甲
高
い
方
で
、
そ
れ
に
何
処
か
悲
し
い
響
を
持

っ
て
る
た
。」

に
、
其
遺
物
が
か
う
し
て
大
勢

の
人
を
集
め
て
み
る

。

(傍
点
は
引
用
者
)
と
さ
れ
る
。
そ
の

「
何
か
痛

々
し
い
感
じ
」

に

、

幽謙
作
は
同
情
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
後
、
栄
花
は
謙
作

謙
作
の
京
都
滞
在
当
初
、
飛
行
士
の

「荻
野
は
ん
」
の
人
気
は

の
同
級
生
山
本
と
仲
よ
く
な
る
が
、

こ
の
二
人
の
関
係
が
進
展
し

大
変
な
も
の
で
、
子
ど
も
た
ち

(主
に
男

の
児

で
あ
ろ
う
)
は
熱

な
い
で
い
る
う
ち
に
、
近
所
の
本
屋
の
息
子
と
駈
け
落
ち
を
し
て

狂
し

て
い
た
。
飛
行
機
は
科
学
の
進
歩
の
象
徴

で
あ
り
、
成
長
、

し
ま
い
、
以
後
転
落
の
人
生
を
歩
む
。
本
屋

の
息
子
か
ら
は
引
き

醜

発
展
を
特
権
と
す
る
子
ど
も
が
飛
行
機
に
沸
き
立
た
な
い
は
ず
は

離
さ
れ
、
腹
の
児
は
お
そ
ら
く
堕
胎
さ
れ

(あ

る
い
は
嬰
児
殺
し
)、

な
い
の
で
あ
る
。
が
、
謙
作
の
直
子
と
の
縁
談
が
本
決
ま
り
に
な
つ

養
家
か
ら
は
離
縁
さ
れ
、
三
代
目
昇
之
助
に
な
る
望
み
も
失

っ
て

た
こ
の
時
点
で
は
、
「
荻
野
は
ん
」
の
試
験
飛
行

で
の
墜
死
が
語

し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、
悪
足
が
つ
き
芸
者
と
な

つ

ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
何
を
示
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
謙
作
の

て
各
地
を
点
々
と
し
、
今
現
在
、
柳
橋
か
ら
桃
奴
と
い
う
名
で
出

ピ
コ
ー
キ
空
想
が
肯
定
か
ら
否
定
に
向
か
う
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン

て
い
て
、
「芸
者
の
中
で
も
最
も
悪
辣
な
女
」

だ
と
さ
れ
て
い
る

ト
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
、
元
気
い

っ
ぱ

い
の
前
向
き
の
男
の
児

と
い
う
の
だ
。

の
姿
も
そ
の
歓
声
を
記
憶
に
止
め
ら
れ
た
だ
け
で
、
後
景
に
追
い

お
そ
ら
く
こ
の
栄
花
は
、
『暗
夜
行
路
』

の
な
か
で
最
も
不
幸

や
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
飛
行
機
は
鳶
の

な
女
性
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
か
ら
大
人

姿
と

〈対
照
〉
を
な
し
、
完
全

に
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う

に
移
る
と
こ
ろ
で
大
き
く

つ
ま
ず
い
て
し
ま

っ
た
の
だ
が
、
そ
れ

ま
で
も
な
い

(第
四
の
十
四
)
。

は
栄
花
が
私
生
児
で
あ

っ
た
こ
と
に
大
き
く
起
因
す
る
と
思
わ
れ



る
。

私
生
児
や
謙
作
の
よ
う
な
不
義
の
子
は
、
世
間
か
ら
白
眼
視

う
が
、
嬉
し
く
思
い
、
涙
ぐ
む
の
だ

っ
た
。

さ
れ
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負

っ
て
い

妙
子
は
、
い
わ
ゆ
る
良
家
の
お
嬢
さ
ん
で
あ
る
。
そ
の
無
邪
気

る
。

こ
こ
で
謙
作
が
栄
花
の
こ
と
を
小
説
に
書
こ
う
と
い
う
モ
チ
ー

さ
に
汚
れ
が
な
い
。
妙
子
も
上
の
咲
子

(
こ
ち
ら
は
十
七

で
も
う

フ
は
十
分
に
説
得
力
を
持

つ
。
が
、
栄
花
と
謙
作
と
で
は
、
肉
親

子
ど
も
と
は
い
え
な
い
が
)
も
、
謙
作
の
醜

い
出
生
の
秘
密
を
知

の
愛

に
恵
ま
れ
た
か
否
か
で
大
き
な
差
が
出
来
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

ら
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
謙
作
を
信
行
同
様
、
父
の
先
妻

謙
作

は
母
方
の
祖
父
の
力
が
あ

っ
て
堕
胎
を
免
れ
た
。
そ
の
母

の

の
子
、
異
母
兄
と
み
て
い
る
。

一
緒
に
は
育

た
な
か

っ
た
兄
で
あ

死
後

も
、
母
方
の
祖
父
母
の
陰
な
が
ら
の
愛
や
兄
信
行
な
ど
の
愛

る
が
、

そ
の
慶
事
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
の
だ
。
こ
こ
は
、
謙
作

に
支

え
ら
れ
て
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
栄
花

に
と

っ
て
思
い
が
け
な
い
肉
親
愛
な
り
家
族
愛
の
発
露
を
感
得
し

の
養
家
の
今
川
焼
屋
の
人
々
は
お
そ
ら
く
肉
親

で
は
な
か

っ
た
の

て
い
て
、
心
温
ま
る
シ
ー
ン
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
ろ
う
、
子
ど
も
と
大
人
の
あ
わ
い
に
あ
る
栄
花
を
冷
た
く
突
き

第
四
の
二
で
、
お
栄
の
京
城
で
の
生
活
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、

放
し

て
し
ま

っ
た
。
栄
花
の
転
落
の
人
生
は
ま
さ
に
肉
親
愛
な
り

そ
こ
に

「
京
子
と
い
ふ
五

つ
に
な
る
女
の
児
」
が
出

て
く
る
。
お

鵬

家
族
愛
に
恵
ま
れ
な
か

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
し
て
い
い
の
で
あ

栄
が
厄
介
に
な

っ
た
野
村
宗

一
と
い
う
警
部

の
家
の
子
で
あ
る
。

る
。

京
子
は
よ
く
お
栄
に
懐
き
、
お
栄
も
京
子
を
可
愛
が

っ
て
い
た
。

後
篇
第
三
の
十

一
で
、
直
子
と
の
結
婚
を
間
近
に
ひ
か
え
た
謙

と
こ
ろ
が
、
野
村
の
妻
が
留
守
の
時
、
野
村

が
お
栄
を
腕
力

で
自

作
は
上
京
し
、
妹
の
咲
子
と
妙
子
か
ら
祝
福
を
受
け
る
。
と
り
わ

由
に
し
ょ
う
と
し
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
お
栄

に
ま
だ
色
香
が
あ
る

け
下

の
妹

の
妙
子

(そ
の
年
齢
は
第

一
の
三
で
十
二
と
さ
れ
て
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
お
栄
は
野
村
を
突
き
飛
ば
し
て
や

っ

た
が
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど

一
年
ほ
ど
を
経
過
し
て
い
る
の
で
十
三

た
。
す
る
と
そ
こ
に
京
子
が

「小
母
ち
ゃ
ん
、
馬
鹿
々
々
、
玄
理

々
々

歳
ほ
ど
に
な
る
と
み
ら
れ
ま
だ
子
ど
も
だ
と
い
え
る
)
は
、
謙
作

っ
て
泣
き
な
が
ら
二
尺
差
し
を
持

っ
て
」
、
お
栄
を

「
ぶ
ち
に
来
」、

へ
の
贈
物
と
し
て
、

リ
ボ
ン
刺
繍
を
し
た
写
真
立
て
と
宝
石
入
れ

本
気
に
な

っ
て
親
の
加
勢
を
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の

の
手
箱
を
用
意
し
て
い
た
。
そ
の
祝
福
の
手
紙
も
心
の
底
か
ら
嬉

エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
そ
の
味
を
知
ら
な
い
お
栄

に
、

「親
子
と
い
ふ

し
さ
を
表
し
た
も
の
だ

っ
た
。

こ
の
こ
と
に
謙
作
は
、
意
外
に
思

も
の
は
い
い
も
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
実
感

さ
せ
る
も
の
と
な

つ



て
い
る
。
肉
親
愛
、
親
子
の
愛
の
所
在
を
、
京
子
と
い
う
女
児
を

る
。

通
し

て
描
い
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

栄
花
の
章

(第
二
の
十

一
～
十
三
の
前
半
)
は
、
栄
花
と
腹
の

こ
こ
で
翻

っ
て
、
第
二
の
九
の
、
汽
車
の
中
の
軍
人
夫
婦

一
家

お
政
と
が

く対
照
〉
を
な
し
、
女
の
罪
を
め
ぐ
る
テ
ー
マ
を
鮮
明

の
こ
と
を
想
起
し
て
み
た
い
。
「
六

つ
位
の
男

の
児
」
と
そ
の
妹

に
さ
せ
、
謙
作
の
母
お
よ
び
直
子
の
過
失

(
不
義
)

に
連
動
し
て

の

「
髪
の
房
々
し
た
女
の
児
」
は
、
眠
ろ
う
と
し
て
眠
れ
ず
、
毛

い
る
。
直
子
の
そ
れ
は
、
第
四
の
五
で
語
ら
れ
る

「
亀
と
竈
」
と

布
の
中
で
蹴
り
合
い
を
し
た
り
、
車
窓
を
開
け
大
声
で
唱
歌
を
唄

つ

い
う

「
卑
狸
な
遊
戯
」
に
深
く
関
わ

っ
て
い
る
。
幼
児
の
直
子
に

た
り
し
た
の
だ
が
、
軍
人
の
父
は
そ
の
髭
の
愛
玩
に
余
念

の
な
い

と

っ
て

「亀
と
籠
」
と
い
う
遊
び
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も

っ
て

な
か
、
子
ど
も
た
ち
を
二
度
ほ
ど
叱
り
、
細
君
の
方
は
夫

の
仕
草

い
た
の
か
を
考
察
し
て
み
ね
ば
な
ら
な
い
。

も
含
あ
、
子
ど
も
た
ち
の
は
し

ゃ
ぐ
さ
ま
を
た
だ
笑

っ
て
見
て
い

小
学
生
の
要
が
下
男
か
ら
教
え
ら
れ
た
と

い
う

「亀
と
驚
」
と

　う
　

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
家
族
愛
、
微
笑
ま
し
い
肉
親
愛
の
さ
ま

は
ど
ん
な
遊
び
な
の
か
。
あ
ら
か
じ
め
庭
に
隠
し
て
置
か
れ
た
硯

が
描

か
れ
て
い
た
の
だ
。

を
子
供
役
に
な

っ
た
直
子
よ
り
も
年
下
の
近
所
の
女

の
児
が
探
し

嗣

第

三
の
十

一
の
妙
子
、
第
四
の
二
の
京
子
、
こ
れ
ら
の
子
ど
も

て
い
る
間
、
お
母
さ
ん
役
の
直
子
と
お
そ
ら
く
お
父
さ
ん
役
の
要

を
通
し
て
描
か
れ
た
も
の
も
、
軍
人
夫
婦

一
家
の
ス
ケ

ッ
チ
の
バ

は
室
内
の
炬
燵
の
中
で
抱
き
合

っ
て
い
た
。

や
が
て
硯
を
探
し
出

リ

エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
こ

し
て
来
た
女
の
児
が
障
子
の
外
か
ら

「お
母

さ
ん
亀
を
捕
り
ま
し

で
は
肉
親
愛
な
り
家
族
愛
の
所
在
が
テ
ー
マ
と
な

っ
て
い
た
の
で

た
」
と
言
う
と
、
お
母
さ
ん
役
の
直
子
が

「
そ
れ
は
亀

で
は
あ
り

あ
る
。
た
だ
、
私
生
児
の
栄
花
は
そ
れ
に
恵
ま
れ
な
か

っ
た
が
ゆ

ま
せ
ん
」
と
答
え
、
お
父
さ
ん
役
の
要
が
大
声

で

「竈
」
と
怒
鳴

え
に
転
落

の
人
生
を
歩
み
、
不
義
の
子
の
謙
作
は
そ
れ
に
恵
ま
れ

る
と
い
う
遊
び
だ
と
さ
れ
る
。
そ
の
遊
び
の
持

つ
卑
狸
な
意
味
を

て
い
な
い
と
思

っ
て
い
た
の
が
実
は
思
い
の
ほ
か
肉
親
愛
な
り
家

要
は
幾
ら
か
分
か

っ
て
.い
た
が
、
直
子
の
方

は
要
と
抱
き
合

っ
て

族
愛

の
な
か
に
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
っ
た
と
み
れ
ば
よ
い
。

い
る
間
に
頭
が
ぼ
ん
や
り
し
て
く
る
も
の
の
、
何
の
事
か
よ
く
分

『暗
夜
行
路
』
は
、
子
ど
も
に
と

っ
て
い
か

に
肉
親
な
り
家
族
の

か
ら
な
か

っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
三
人
は
幾
度
か
こ
の
遊
び
を
繰

愛
が
大
切
か
を
読
み
手

に
さ
り
げ
な
く
語
り
か
け
て
い
る
の
で
あ

り
返
し
た
と
い
う
の
だ
。



安
岡
章
太
郎
は
、

こ
の
遊
び
は

「
意
味
不
明
瞭
」、
「不
得
要
領
」

フ
ァ
ー
で
あ
る
男
性
器
が
か
ら
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。
要
と
直

で
、
「
雰
囲
気
の
狸
褻
さ
だ
け
が
ヘ
ン
に
生
な
ま
し
く
残
る
話
だ
」

子
は
抱
き
合
い
な
が
ら
、
要

の
男
性
器

(小
学
生
の
そ
れ
)
は
こ

と
し
、
遊
び
そ
の
も
の
の
意
味
す
る
も
の
の
把
握
に
は
至

っ
て
い

の
時
、
直
子
の
股
間
に
七

つ
か
り
と
挟
ま

っ
て
い
た
の
で
は
な
い

　　
　

な
い
。
遠
藤
祐
も
そ
の
注
釈
で
、
「
「す

っ
ぽ
ん
」
は
音
自
体
に
意

の
か
。
そ
う
で
あ

っ
て
こ
そ
擬
似
夫
婦
の
遊
び
と
な
る
。
そ
し
て

味
が
あ
る
と
想
像
さ
れ
、
「亀
」
は
男
性

の
性
器
と
の
関
連
が
あ

子
供
役
の
女

の
児
が
円
硯

(亀
の
姿
に
類
似
す
る
)
を
持

っ
て
障

る
だ

ろ
う
。
」
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
遊
び
自
体

「
い
か
な
る
意

子
の
外
に
現
わ
れ
声
を
か
け
た
時
、
要
は
そ

の
男
性
器
を
勢
い
よ

　
ア

　

味
を
持

つ
の
か
は
不
詳
。
」
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

そ
の
卑
濃

く
引
き
離
し
、
「鑓
」
と
大
声
で
怒
鳴
り
、
飛

び
起
き
る
の
だ
。

さ
の
理
解

に
は
及
ん
で
い
な
い
の
だ
。
し
か
る
に
、
本
多
秋
、五
に

密
着
し
て
い
た
要
と
直
子
の
体
が
急
激
に
離

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
る
と
、
そ
の

「意
味
は
わ
か
ら
な
く
も
な
い
。」
と
し
、
「卒
業

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
卒
業
証
書
な
ど
を
入
れ
て
お
く
紙
筒
の
そ
の
蓋

証
書

な
ど
を
入
れ
る
堅
い
紙
筒
の
蓋
を
、
勢
い
よ
く
引
き
抜
い
た

の
部
分
が
紙
筒
の
本
体
の
部
分
か
ら
勢
い
よ
く
引
き
抜
か
れ
た
時

　お
　

場
合

を
考
え
れ
ば
い
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。

本
多
秋
五
は
、

そ

に
発
す
る
ス
ッ
ポ
ン
と
い
う
音
に
通
い
合
う

の
で
、
そ
れ
は
亀

で

莇

の
内

容
が
あ
ま
り
に
も
卑
狸
な
の
で
露
骨
に
説
明
す
る
こ
と
が
揮

は
な
く
籠

(食
い
付
い
た
ら
な
か
な
か
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
も

ら
れ
、
こ
の
遊
び
の
意
味
す
る
も
の
を
示
唆
す
る
に
止
め
た
の
で

含
意
す
る
)
だ
と
強
調
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
要
が

「竈
」

あ
ろ
う
か
。
と
は
い
え
、
直
子
の
の
ち
の
過
失

(不
義
)

に
太
き

と
大
声

で
怒
鳴

っ
た
時
、
そ
の
擬
似
性
交
は
完
遂
し
た
の
で
あ
る
。

く
関

わ
る
こ
と
な
の
で
、
「
亀
と
籠
」
と
い
う
遊
び

の
意
味
す
る

こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
卑
狸
な
遊
び
だ
と
得
心

で

と
こ
ろ
の
も
の
を
こ
の
際
し

っ
か
り
と
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
は
、
誤
謬
を
恐
れ
ず
に
そ
の
想
像
力
を
フ
ル
に
働
か
せ
た
結
果
、

こ
の
遊
び
を
何
回
か
繰
り
返
し
た
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持

つ

次
の
よ
う
な
解
釈
を
得
る
に
至

っ
た
。

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
要
も
直
子
も
大
人
に
な

っ
て
も
そ
れ
を
忘

子
供
役

に
さ
れ
た
女

の
児
が
庭

で
硯
を
探
し
て
い
る
間
、
要
と

れ
な
か

っ
た
と
い
う
。
と
り
わ
け
直
子
に
と

っ
て
は

「甘
い
感
じ

直
子

は
抱
き
合

っ
て
い
た
。
し
か
し
抱
擁
だ
け
で
は
卑
狸
な
も
の

で
」
「憶
ひ
出
さ
れ
」
る
も
の
だ

っ
た
と
い
う

の
だ
。
だ
か
ら
新

と
は
い
え
な
い
。
卑
狸
と

い
う
の
だ
か
ら
、

こ
こ
に
亀

の
メ
タ

婚
の
直
子
が
水
谷
の
口
か
ら

「要
」
と
い
う
名
が
出
た
だ
け
で
わ



け

も

な

く

赤

面

し

た

(
第

三

の
十

四
)

そ

の
理
由

も

つ
か

め

る

の

体

験

を

ペ

ー

ス

に
創

作

す

る

こ
と

が
多

く
、

「
亀

と

竈

」

の
遊

び

で
あ

る
。

池

内

輝

雄

は
、

オ

ー

ス
ト

リ

ア

の
動

物

学

者

K

・

ロ
ー

も

あ

る

い
は

そ

の
幼

児

期

の
実

体

験

か

ら
発

想

さ

れ

た

も

の

で
は

　
り
　

レ
ン

ツ
の
い
う

「刷
り
込
み
」
を
援
用
し
、
直
子
が
犯
し
た
過
失

な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

は
そ

の
幼
少
期

に

「刷
り
込
」
ま
れ
た
性
体
験
を
、
自
然

の
本
能

『暗
夜
行
路
』
に
お
い
て
最
後
に
子
ど
も
が
出

て
く
る
の
は
第

　
　

　

に
従

っ
て
再
現
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど

四
の
十
二
で
あ
る
。
謙
作
は

「大
山
と
い
ふ
淋
し
い
駅
」
で
汽
車

二
人

の
性
交
渉
は
、
な
る
べ
く
し
て
な

っ
た
自
然
で
必
然
的
と
も

を
下
り
、
目
的
の
大
山
ま
で
の
初
め
の
三
里

を
人
力
車
に
乗

っ
て

い
え
る
も
の
だ

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
幼
児
期
に
お

行
く
こ
と
に
す
る
。
「五
十
余
り
の
癒
せ
た
男

」

で
あ
る

「
老
車

-

け
る

「亀
と
籠
」
と
い
う
遊
び
は
、
重
く
、
恐
る
べ
き
体
験
だ

っ

夫
」
が
伸
を
引
い
て
狭

い
通
り
に
入
る
と
、
「
子
供
連
」
が

「人

た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。

取
り
の
や
う
な
遊
び
」

に
夢
中
に
な

っ
て
騒

い
で
い
て
、
な
か
な

こ

の

「亀
と
竈
」
と
い
う
遊
び
は
、
第

一
の
十

一
に
お
け
る
謙

か
伸
を
よ
け
な
か

っ
た
。
そ
こ
で

「老
車
夫
」
は
道
に
落
ち
て
い

作
の
夢
の
な
か
に
出

て
く
る

「
播
摩
」
と

く類
似
〉
す
る
性
欲
の

る
細
い
竹

の
枝
を
拾

っ
て
、
手
の
届
く

「子
供
等
の
頭
」
を

一
々

燭

深
淵

に
関
わ
る
も
の
と
い
え
る
が
、
子
ど
も
の
体
験
と
い
う
点
で

ち

ょ
い
ち
ょ
い
と
叩
き
、
笑
い
な
が
ら
伸
を
進
め
て
行

っ
た
の
で

は
、
第
二
の
三
で
示
さ
れ
た
幼
児
の
謙
作
が
母
と

一
緒
に
寝
て
い

あ
る
。
子
ど
も
ら
は

「
老
ぼ
れ
」
と
か

「阿
呆
」
と
毒
づ
く
が
、

て
床

の
中
に
深
く
も
ぐ

っ
て
行
き
母
か
ら
そ
の
手
を
烈
し
く

つ
ね

結
局
は
道
を
開
け
て
や

っ
た
。
こ
こ
は
、
老
人
と
子
ど
も

(
た
だ

ら
れ

た
体
験
と
も

〈類
似
〉
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
子
ど
も
の

し
複
数
)
の
三
番
目
の
組
合
せ
で
あ
り
、
そ
の
意
味
す
る
も
の
に

性
に
関
わ
る
体
験
と
し
て
は
い
ず
れ
も
特
異
な
も
の
だ
と
い
え
る

つ
い
て
は
先

の
二

つ
を
含
め
、
ま
と
め
て
考
察
に
及
び
た
い
と
思

が
、

そ
の
材
源
は
い

っ
た
い
ど
こ
に
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

う
。

母
と

一
緒
に
寝
て
い
て
床
の
中

に
深
く
も
ぐ

っ
て
行

っ
た
体
験

は
実
際
の
幼
児
期
の
直
哉

の
も

の
で
あ

っ
た
と
容
易
に
掴
あ
る
。

三

一
方
、
「
亀
と
竈
」

の
遊
び
が
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
た
か
を
突
き
止

め
る
の
は
大
変
難
し
い
が
、
志
賀
直
哉
と
い
う
作
家
は
お
の
れ
の

『暗
夜
行
路
』

に
描
か
れ
た
彩
し
い
数
の
ワ

ン
カ

ッ
}
、

ワ
ン



シ
ー

ン
、
私
は
無
駄
な
も
の
は

一
ヶ
所
と
て
な
か

っ
た
と
み
る
の

し
く
う
な
ず
い
て
し
ま
う
。
次
に
老
人
は

「
お
父
さ
ん
は
在
宅
か

だ
が
、
先
に
意
図
的
に
そ
の
考
察
を
保
留

に
し
て
お
い
た
三
ヶ
所

ネ
?
」
と
訊
ね
て
き
た
。
謙
作
は
首
を
横
に
振
る
だ
け
で
あ
る
。

の
老

人
と
子
ど
も
の
組
合
せ
の
場
面
は
、
『暗
夜
行
路
』

の
テ
ー

そ
し
て
老
人
は
謙
作
に
近
寄
り
謙
作
の
頭
に
手
を
や

っ
て

「
太
き

マ
を
捉
え
る
際
に
役
立

つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
三
ヶ
所

の
老
人
と

く
な

っ
た
」
と
言

っ
た
の
で
あ
る
。
終
始
謙
作
は
老
人
か
ら
圧
迫

子
ど
も
の
組
合
せ
の
場
面
に
注
目
す
る
と
、

こ
れ
ま
た

『暗
夜
行

を
受
け
、

一
言
も
発
し
て
い
な
い
。
呪
縛
さ
れ
た
と
い

っ
て
い
い

路
』

に
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
形
象
が
三
ヶ
所
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が

の
だ
。
ま
た
、
謙
作
と
老
人
の
位
置
関
係
は
、
常
に
謙
作
よ
り
老

近
接

し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

こ
れ
は
「
『
暗
夜

人

の
方
が
上

で
、
謙
作
は
常
に
下
向
き
で
あ

っ
た
こ
と
に
注
意
し

行
路
』

に
大
き
な
テ
ー
マ
が
三

つ
あ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
開
始

た
い
。

を
告

げ
る
サ
イ
ン
と
な

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る

そ
し
て

「
序
詞
」
の
悼
尾
に
父
と
の
角
力
事
件
が
語
ら
れ
る
。

の
で
あ
る
。
三

ヶ
所
の
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
形
象
の
指
摘
と
三
つ

父
は
ム
キ
に
な

っ
て
負
け
て
や
ら
な
い
。
や
が
て
謙
作
の
帯
を
解

　
ロ
　

の
テ
ー
マ
の
存
在
に
つ
い
て
は
以
前
に
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
こ
れ

い
て
後
ろ
手

に
縛
り

(両
足
首
も
)、
身
動
き

の
出
来
な
い
状
態

断

に
三

ヶ
所

の
老
人
と
子
ど
も
の
組
合
せ
の
場
面
が
か
ら
む
と
す
る

に
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
と
う
と
う
烈
し
く
泣
き
出
し
た
謙

こ
と

で
、
私
見

の
補
強
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

作
は
、
縛
り
を
解
か
れ
て
も
泣
き
止
む
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。

最
初
の
老
人
と
子
ど
も
の
組
合
せ
は
、
む
ろ
ん

「序
詞
」
冒
頭

こ
の
騒
ぎ
を
聞
い
て
茶

の
間
か
ら
父
の
居
間

に
や
っ
て
来
た
祖
父

の
、
謙
作
と

「
見
知
ら
ぬ
老
人
」
(祖
父
)

と
の
初
対
面
の
場
面

は
、
父
か
ら
そ
の
事
情

の
説
明
を
受
け
、
声
高
に
笑
い
、
謙
作
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

で
あ

る
。

こ
こ
で
は
謙
作
は
家

の

「門
の
前
」
で

一
人
で
遊
ん
で

頭
を
平
手
で
軽
く
叩
き
な
が
ら

「
馬
鹿
だ
な
」
ど
言

っ
た
の
で
あ

ヘ

へ

い

た

(
ど

の

よ

う

な
遊

び

か

は
定

か

で
な

い
が
し

ゃ
が

ん

で

い
る
)

る
。

の
だ

が
、

一
瞥

し

た

こ

の
老

人

に
反

感

を

覚

え

、

立

ち

上

が

っ
て

こ

の

二

つ
の

シ

ー

ン
を

も

っ

て
、

『
暗

夜

行
路

』

は
第

」
の
テ

ー

門

内

に
駆

け
込

ん

だ
。

そ

の
時

、

「
オ

イ

オ

イ

お
前

は
謙

作

か

ネ
」

マ
で
あ

る
不

義

の
子

の
物

語

を

開

始

さ

せ

る
。

と

声

を

か

け

ら

れ

る
。

何

故

こ

の
老

人

は

自

分

の
名

前

を

知

っ
て

そ
れ

は
ま

ず

、

「
万

々

一
に
も

不

成

功

に

終

る

事

は

な

い
と

信

い

る

の
か

。

そ

の
衝

撃

か

ら
立

ち
止

ま

り

、
振

り

返

っ
て
お

と

な

じ

て
居

た

」

幼

馴

染

み

の
愛

子

へ
の
求

婚

が

不

首

尾

と

な

り

、

と



り
わ
け
日
頃
か
ら
好
意
を
抱
い
て
い
た
愛
子
の
母
か
ら
突
き
放
さ

い
う
も
の
で
、
科
学
の
進
歩
を
肯
定
し
、
天
才

で
な
け
れ
ば
出
来

れ
た
と
感
じ
た
こ
と
が
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
に
な
る
と
い
う
体
験
と

な
い
文
学
の
仕
事
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ

の
高
揚
し
た
心
持
ち

し
て
現
わ
さ
れ
る

(第

一
の
五
)。
不
義
の
子
な
る
が
ゆ
え
に
蒙

っ

に
そ
ぐ
う
よ
う
に
、
尾
道
で
は
突
貫

ラ
ッ
パ

の
少
年
が
登
場
し
た

た
受
難
だ
と
い

っ
て
よ
い
。
そ
れ
以
後
こ
の
人
間
不
信
は
尾
を
曳

り
、
夕
陽
に
向
か
っ
て
棍
棒
を
振
る
子
ど
も
が
点
描
さ
れ
て
い
る

き
、
謙
作
の
対
女
性
関
係
は
、
吉
原
の
引
手
茶
屋
四
緑
で
知
り
合

っ

の
で
あ
る
。

た
芸
者
の
登
喜
子
、
さ
ら
に
銀
座
の
カ
フ
ェ
清
賓
亭
で
知
り
合

っ

だ
が
、
こ
の
第

一
の
テ
ー
マ
は
、
以
後
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な

た
女
給
の
お
加
代
に
対
し
、
淡
い
思
い
を
抱
い
て
は
つ
い
に
は
デ
ィ

い
。
第
二
の
テ
ー
マ
、
第
三
の
テ
ー
マ
が
展
開
さ
れ
て
も
、
点
在

ス
イ
リ

ュ
ー
ジ

ョ
ン
に
陥
る
と
い
う
経
緯
を
辿
る
。
そ
し
て
深
い

あ
る
い
は
底
流
し
て
い
く
。
謙
作
は
不
義
の
子
で
あ
る
と
知

っ
た

孤
独

を
感
じ
た
謙
作
は
、
お
栄
と
の
結
婚
を
思
い
立
ち
、

こ
れ
が

当
初

「淫
蕩
な
気
持
」
を
慎
も
う
と
決
意
す

る
が
、
時
が
経

つ
う

契
機

と
な

っ
て
お
の
れ
の
出
生
の
秘
密
を
知
る
に
至
る
の
だ
。
む

ち
に
放
蕩

に
の
め
り
込
ん
で
ど
ん
底
状
態
に
陥

っ
た
り

(第
二
の

ろ
ん

こ
こ
に
は
昂
進
す
る
性
欲
の
問
題
も
か
ら
み
、
性
の
過
ち

の

十
四
)
、
直
子
の
美
し
い
イ
リ

ュ
ー
ジ

ョ
ン
が
崩
さ
れ
た
と
感
じ

儒

子
の
苦
悩

に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
も
醸
成
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
折
は

「祖
父
か
ら
の
醜
い
遺
伝
」
を
思

っ
た
り
す
る

(第
三
の

以
上
の
こ
と
は
、
第

一
の
テ
ー
マ
の
主
旋
律
を
形
成
す
る
が
、

十
二
)
の
で
あ
る
。

一
方
、
そ
の
高
音
部
の
方
も
、

エ
ネ
ル
ギ

ッ

い
わ
ば
低
音
部
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
謙
作
が
ま
だ
お

シ
ュ
な
男
だ
け
の
祭

で
あ
る

「
鞍
馬

の
火
祭

」
が
描
か
れ
た
り

の
れ

の
出
生
の
秘
密
を
知
ら
な
い
う
ち
は
、
こ
と
さ
ら
暗

い
思
い

(第
三
の
十
七
)
し
な
が
ら
、
や
が
て
墜
落
す

る
飛
行
機

(第
四

に
の
み
打
ち
沈
む
必
要
も
な
く
、
自
由
気
儘
に
振
る
舞

い
、
い
わ

の
六
)
に
代
わ

っ
て
、
青
空
の
下
、
悠
々
と
舞
う
鳶

の
姿
が
描
き

ば
高
音
部
と
も
い
え
る
も
の
を
奏
で
て
い
い
の
で
あ
る
。
謙
作
は

出
さ
れ
る

(第
四
の
十
四
)
の
で
あ
る
。

生
来

「き
か
ん
坊
」
で
あ

っ
て
、
「
序
詞
」

の
屋
根
事
件

に
示
さ

謙
作
少
年
と

「見
知
ら
ぬ
老
人
」
(祖
父
)
と
の
初
対
面
の
シ
ー

れ
た

よ
う
に
、
高
い
所
で
大
声

で
唱
歌
を
唄
う
、
前
向
き
で
エ
ネ

ン
は
、
そ
れ
が
肉
親
同
士
の
も
の
だ
け
に
ド

ロ
ド

ロ
と
し
た
も
の

ル
ギ

ッ
シ

ュ
な
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。
そ
れ
は
第

一
の
九

を
内
包
し
て
い
る
こ
と
を
、
ま
た
後
ろ
手

に
縛
ら
れ
た
謙
作
少
年

の
謙
作
の
日
記
に
直
結
し
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
ピ
コ
ー
キ
空
想
と

の
形
象

(不
義
の
子

へ
の
懲
罰
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
)
は
、



今

後

そ

こ
か

ら

解

放

さ
れ

る
ま

で

の
長

い
戦

い

が
強

い

ら

れ

る

こ

み

る

と

、

子

ど

も

の
年

齢

は

い
ず

れ

も

六

歳

で
、

子

ど
も

は

そ

の

と

を

、

そ

れ

ぞ

れ

暗

示

さ

せ

る
も

の

と
し

て
あ

っ
た

と
捉

え

ら

れ

家

の

「
門

の
前
」

に

い
る

と

い
う

点

で

奇

妙

に

一
致

す

馳

。

が
、

る

の

で
あ

る
。

こ

の

二

つ
の

シ

ー

ン
を

セ

ッ
ト
に
し

て
考

え
る
と

、

そ

の
相

違

点

に

注

目

す

る

必

要

が

あ

る
。

こ

こ

の
子

ど

も

は
女

の

第

一
の

テ

ー

マ
で
あ

る

不

義

の
子

の
物

語

の
開

始

を

告

げ

る
も

の

児

で
、

子

ど

も

の
方

か

ら

老

人

に
声

を

発

し

て

い

る
。

両

者

の
位

と

し

て
あ

っ
た

こ
と

に
気

づ

き

、

そ

れ

は
ま

こ
と

に
巧

妙

な

も

の

置

関

係

も
、

祖

父

が
上

、

謙

作

が

下

と

い
う

の
と

は
逆

で
、

女

の

だ

っ
た
と

せ

ね

ば

な

ら

な

い

の
だ
。

,

児

が
坂

の
上

、

老

人

が
坂

の
下

と

な

っ
て

い
る

。

さ

ら

に
、

謙

作

二
番

目

の
老

人

と

子

ど

も

の
組
合

せ

の

シ

ー

ン

は
、

第

二

の

四

少

年

と

祖

父

と

の
初

対

面

の

シ
ー

ン

に
息

づ

ま

る

よ

う

な

圧

迫

感

に
現

わ
れ

る
。

謙

作

が

「
自

伝

的

な

も

の
」

の
執

筆

に
挫

折

し

、

が

あ

っ
た

の

に
対

し

て
、

こ
ち

ら

は
肉

親

で
も

な

い

の

に
、

お

互

気

分

転

換

の

た

め

に

四
国

へ
の
小

旅

行

を

思

い
立

っ
た

折

で
あ

つ

い

に
好

意

を

持

っ
て

い

る

せ

い

か
、

美

し

い

ハ
ー

モ

ニ
ー
さ

え

奏

た

。

謙

作

の
小

さ

い
棟

割

長

屋

の
隣

は

「
人

の

い

い
老
夫

婦
」

で

で

て

い

て
、

微

笑

ま

し

い
も

の
と

な

っ
て

い

る

の

で
あ

る
。

こ

の

あ

っ
た

が

、

そ

こ

の

「
爺

さ

ん
」

は
毎

日
商

船

会

社

の
船

着
場

に

二

つ
の
場

面

は
、

老

人

と

子

ど
も

の
組

合

せ

と

い

う
点

で
は

く類

591

切

符

切

り

の
仕

事

に
出

て

い

た
。

と

い

っ
て
も
、

朝

か

ら

午
前

中

似

〉

す

る

が

、

そ

の
内

実

は

〈
対

照

〉

を

成

し

て

い

る

と

せ

ね
ば

ま

で

の

い
わ

ゆ

る

パ

ー

ト
勤

務

ら

し

く
、

昼
頃

に
は
石

段

の
下

か

な

ら

な

い
。

ら

急

な

坂

道

を

よ
ち

よ
ち

と

登

っ
て
帰

っ
て
来

る

の

で
あ

る
。

そ

一
方

、

後

ろ
手

に
縛

ら

れ

た

形

象

は
、

第

一
の

テ

ー

マ
の

ク

ラ

の
時

、

「
近

所

の
六

つ
ば

か

り

に
な

る

女

の
児

」

が

、

自

分

の
家

イ

マ

ッ
ク

ス
部

分

で
あ

る

謙

作

の

出

生

の
秘

密

が

明

か

さ

れ

た

の

「
小

さ

い
門

の
前

」

に
立

っ
て
、

「
お

爺

さ

一

ん
」

と

大

声

に

(
第

二

の
六

)

あ

と

、

謙

作

が

尾

道

を

引

き

上

げ

る

帰

京

の
途

次

呼

ん

だ
。

そ
れ

に
応

え

て
、

「
爺

さ

ん
」

は

「
芳

子

さ

あ

i
」

と

(
第

二

の
九

)

に
出

て
来

る
。

そ
れ

は
お

菊

虫

と

い

う

姫

路

の

土

呼

び

返

し

た
。

「
お
爺

さ

一

ん
」

と

い
う

「
甲

高

い
声
」

と
、

「
芳

産

品

で
あ

る
。

ジ

ャ

コ
ウ

ア
ゲ

ハ
の
幼

虫

な

の
だ

が
、

そ

の
姿

が

子

さ

あ

!
」

と

い
う

「
幅

の
あ

る
濁

声

」

と

が
呼

び
交

わ
さ

れ

る
。

「
口
紅

を

つ
け

た

お

菊

が

後

手

に
縛

ら

れ

て
、

釣

下

げ

ら

れ

た
所

」

そ

う

い
う

長

閑

で
心

が

な

ご

む

シ

ー

ン
で
あ

る
。

に
似

て

い

る

こ
と

か
ら

こ

う
命

名

さ

れ

た
も

の

の

よ

う

で
あ

る
。

こ

れ
を

謙

作

少
年

と
祖

父

と

の
初

対

面

の

シ

ー

ン
と

比

較

し

て

謙

作

は
な

ん
と

も

妙

な

も

の
を

買

っ
た
も

の

で
み

る
。



『
暗
夜
行
路
』
の
第
二
の
テ
ー

マ
は
、
女

の
罪
を
め
ぐ
る
問
題

こ
と
に
大
き
く
関
わ

っ
て
い
た
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ま
ず
老
人
と
子
ど
も
の
組
合
せ
に
お
い
て
芳

謙
作
は
肉
親
愛
や
家
族
愛
に
恵
ま
れ
ず
に
成
育
し
た
。
そ
れ
ゆ
え

子
と

い
う
女
の
児
が
登
場
し
、
後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
形
象
と
し
て

肉
親
愛
や
家
族
愛
に
人

一
倍
ひ
か
れ
る
の
で
あ
る
。

「
皿
屋
敷
」

の
お
菊
と
い
う
女
性
が
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
女
の
罪

第
二
の
テ
ー
マ
で
あ
る
女
の
罪
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
先
の
誓
え

を
め
ぐ
る
テ
ー
マ
の
開
始

の
サ
イ
ン
と
し
て
の
意
味
を
持

っ
て
い

で
い
え
ば
、
主
旋
律
で
あ
り
、
低
音
部
を
形
成
す
る
が
、
そ
の
高

た
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
第
二
の
テ
ー
マ

音
部
と
し
て
肉
親
愛
や
家
族
愛
の
大
切
さ
、

素
晴
ら
し
さ
を
奏
で

は
第

一
の
テ
ー
マ
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
母
の
過
失

(不
義
)

て
い
た
と
い
え
ま
い
か
。
い
や
、
血
縁

で
な
く
て
も
い
い
。
人
と

が
第

二
の
六

で
明
ら
か
に
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く

人
と
の
和
の
大
切
さ
、
素
晴
ら
し
さ
と
し
て
も
よ
い
。
謙
作
は
、

第

一
の
テ
ー
マ
と
第
二
の
テ
ー
マ
が
重
な

っ
た
部
分
と
い
え
る
の

第

一
の
テ
ー
マ
の
展
開
部

で
は
他
人
頼
り
の
結
婚
を
い
や
が

っ
て

だ
。
以
後
、
栄
花

の
こ
と
、
腹
の
お
政
の
こ
と
が
語
ら
れ
、
や
が

い
た

(第

一
の
三
で
石
本
が
謙
作
に
結
婚
の
こ
と
を
心
配
し
て
や

て
直
子
の
過
失

(不
義
)
が
描
か
れ
る
運
び
と
な
る
。

こ
こ
に

ろ
う
と
い
う
の
を
に
べ
も
な
く
断

っ
て
い
る
)
の
だ
が
、
直
子
を

㎜

「
亀
と
篭
」
と
い
う
幼
児
期
の
遊
び
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
た
こ

見
初
め
る
と
、
友
人
の
高
井
、
と
り
わ
け
石
本
の
助
力
に
素
直
に

と
は
先

に
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
妻
の
過
失

(不
義
)
を
知

っ

応
じ
、
直
子
と
の
結
婚
に
ト
ン
ト
ン
拍
子
で
漕
ぎ
着
け
て
い
る
の

た
謙

作
の
苦
し
み
が
重
く
澱
み
な
が
ら
描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。
謙
作
の
対
人
関
係
の
あ
り
方
は
次
第
に
変
化
し
て
い

っ

『
暗
夜
行
路
』
に
お
け
る
子
ど
も
と
い
う
観
点

に
立

っ
て
み
て

て
い
る
。
そ
の
せ
い
か
、
『暗
夜
行
路
』
後
篇
第
三
の
世
界

に
は

も
、

第

一
の
テ
ー
マ
の
展
開
の
場
合
、
謙
作
少
年
を
主
と
し
て
男

謙
作
と
直
子
が
疏
水
べ
り
を
歩
く
美
し
い
場
面

(第
三
の
十
二
)

の
児
が
も

っ
ぱ
ら
描
か
れ
て
い
た
が
、
第
二
の
テ
ー
マ
の
展
開
に

.

な
ど
、
人
と
人
と
の
調
和
的
な
も
の
が
点
在
す
る
。
そ
の
点
で
、

な
る
と
、
む
し
ろ
女
の
児
の
方
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
の
に
気
づ

第
二
の
四
の

「お
爺
さ
一
ん
」
「
芳
子
さ
あ
一
」
と
呼
び
交
わ
し

く
。
軍
人
夫
婦
の
連
れ
た
子
ど
も
た
ち

(男

の
児
と
女
の
児
)
の

た
シ
ー
ン
は
、
人
と
人
と
の
和
合
、
広
い
意
味

で
の
愛
の
所
在
や

ス
ケ

ッ
チ
は
家
族
愛
を
表
現
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
謙
作
の
妹
の

交
流
に
通
じ
、
『暗
夜
行
路
』
,の
第
二
の
テ
ー

マ
の
高
音
部
の
展

妙
子
、
京
城
の
京
子
と
い
う
女
の
児
、

こ
れ
ら
が
肉
親
愛
と
い
う

開
の
前
奏
と
も
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ



る
。

あ
稲

の
緑
が
煮
え
て
み
る
」
と

コ
几
奮
」
を
覚
て
い
る

(第
四
の

三
番
目
の
老
人
と
子
ど
も
の
組
合
せ
は
、
謙
作
が
大
山
生
活
に

十
二
)。
そ
れ
に
比

べ
れ
ば
、
「人
取
り
の
や
う
な
遊
び
」
(
勝
敗

入
る
と
ば
口
に
現
わ
れ
る

(第
四
の
十
二
)
。
老
車
夫
と

「
人
取

で
人
を
奪
い
A
口う
花

一
匁
の
よ
う
な
遊
び
だ

ろ
う
)
を
し
て
い
る

ヘ

ヘ

へ

り

の
や

う

な

遊

び

」

を

し

て

い

る
複

数

の
子

ど
も

た
ち

で
あ

る
。

子

ど

も

た

ち

は

、

あ

ま

り

に
も

人

間

く

さ

い

の

だ
。

だ

か

ら
第

三

へ

こ
こ
で
、
老
車
夫
は
、
な
か
な
か
悼
を
よ
け
な
い
子
ど
も
ら
の
頭

の
テ
ー
マ
の
開
始
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
子
ど
も

た
ち
は
謙
作

の
眼
前

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
細

い
竹
の
枝
で
軽
く
叩
き
な
が
ら
道
を
開
け
さ
せ
、
謙
作
を
乗

か
ら
追
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

せ
た
伸
を
進
め
て
行

っ
た
の
で
あ
る
。
「序
詞
」

の
角
力
事
件

で

後
ろ
手
に
縛
ら
れ
た
形
象
は
、
現
在
時
の
も
の
と
し
て
出

て
く

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

最
後

に
祖
父
が
謙
作
の
頭
を
平
手
で
軽
く
叩
き
な
が
ち

「馬
鹿
だ

わ
け
で
は
な
い
が
、
分
け
の
茶
屋
で
老
車
夫

の
若
か

っ
た
頃

の
話

な
」
と
言

っ
た
こ
と
と
呼
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で

に
、
海
老
攻
め

の
拷
問
に
あ
う
老
盗
賊
の
姿
と
し

て
出

て
く
る

は
逆

に
老
人

(老
車
夫
)
は
子
ど
も
ら
か
ら

「老
ぼ
れ
」
「阿
呆
」

(第
四
の
十
三
)
。
こ
の
懲
罰
を
受
け
る
老
盗
賊

の
姿

に
謙
作
は
自

な
ど
と
毒
づ
か
れ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、

こ
こ
は
、
『暗
夜
行
路
』

分
自
身
の
過
ぎ
来
し
方
を
重
ね
て
見

て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ

611

で
子
ど
も
が
出
て
く
る
最
後
の
場
面

で
あ
る
。

こ
こ
に
い
っ
た
い

は
謙
作
が
羨
望
す
る
分
け
の
茶
屋
の
置
物
の
よ
う
な
枯
れ
た
老
入

ど

の
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
見
事
な

く対
照
V
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
こ

謙
作
は
、
過
失

(不
義
)
を
犯
し
た
直
子
を
そ
の
理
性
の
上
で

と
で
あ
る
。
謙
作
の
自
己
改
造
の
旅
は
す
で
に
始
ま
っ
て
い
た
の

は
赦

せ
て
も
感
情
の
上

で
は
赦
せ
な
い
も
の
が
残

っ
て
い
た
。
だ

だ
。

か
ら
隠
遁
生
活
に
逃
れ
、
何
ら
か
の
解
決
を
試
み
よ
う
と
し
た
の

私
の
指
摘
す
る

『暗
夜
行
路
』
の
な
か
の
大
き
な
三

つ
の
テ
ー

で
あ
る
。

こ
う
な
れ
ば
自
然

の
な
か
の
動
植
物
に
よ

っ
て
慰
籍
さ

マ
は
、
む
ろ
ん
戴
然
と
区
分
さ
れ
て
存
在
す

る
も
の
で
は
な
い
。

れ
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
動
植
物
は
そ
れ
ま
で
に
も
所
々
で
点
描

そ
れ
は
重
層
的
に
存
在
し
、
そ
の
密
度
の
濃
淡
に
よ

っ
て
推
移
す

さ
れ
て
い
た
が
、
自
己
改
造
と
い
う
第
三
の
テ
ー
マ
の
展
開
部
に

る
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
際
、
『
暗
夜
行
路
』

に
描
か
れ
た
子
ど

な

る
と
、
じ

つ
に
彩
し
い
数

の
動
植
物
が
謙
作
の
目
の
前
に
出
現

も
に
注
視
す
る
と
、
そ
の
テ
ー
マ
の
把
握
が
よ
り
明
確
化
さ
れ
る

す

る
。
ま
ず
は
、
車
窓
か
ら
盛
夏

の
な
か
の
景
色
を
眺
め
、
「
あ

こ
と
を
い
い
た
か

っ
た
の
で
あ
る
。



《
注
》

に
い
た
ず
ら
を
仕
合

っ
た
り
、
汽
車

の
窓
を
開
け

て
唱
歌
を

唄
い

(
1
)

拙
稿

「
志
賀
直
哉
の
子
ど
も
」
(
「
國
文
學
」
、

學

燈
社

、

二
〇

出

し
た
り
す
る

こ
と
な
ど
が
綴
ら
れ
、
「
尾

の
道

へ
行

く
汽

車

で

〇
二

・
四
)

見
る
事

に
す
る
。
」
と

い
う
当
初

の
構
想
も
示

さ
れ

て
い
る
。

さ

(
2
)

拙

稿

「
『暗

夜
行
路
」

の

モ
ザ
イ

ク
構
造

時

間
と
空

間

、

ら
に

こ
の

ノ
ー
ト

の
記
述

に
よ
れ
ば
、
軍
人

は
事
実

で
は
女

の
人

類
似

と
対

照
-

」
(
「文

芸
研
究
」
第
八
十
七
号
、

二
〇
〇

二

・

の
弟

の
よ
う

に
受
け
取
れ
る
が
、
そ
れ
を
夫
婦
と
し

て
改
変

し
、

二
)

・

あ
る
家

族
の
醸
し
出
す
雰
囲
気

に

「
特
殊
な
味
」
、
「
広

い
意
味

の

(
3
)

紅

野
敏
郎

編
著

『
鑑
賞

日
本
現
代
文
学
⑦
志
賀

直
哉

』

(
角
川

美
」

を
打
ち
出
そ
う
と
し
た
も

の
の
よ
う

で
あ

る
。
『
暗
夜
行
路
』

書
店

、

一
九
八

一
・
五
)

前
篇

は
そ
の
細

部
ま

で
直
哉

の
体
験
を
そ

の
ま
ま

ス
ト

レ
ー
ト
に

(
4
)

信
行

の
母
が
不
義

の
子
を
身
籠
も

っ
た

の
が
発
覚
し
た
あ
と

の

謙
作

の
そ
れ

に
流
用
し
た
だ
け
だ
と
み
ら
れ
が
ち
だ

が
、

こ
の
軍

ゴ
タ
ゴ
タ
は
、
第

二
の
六

の
信
行

の
手
紙

に
記
さ
れ

て
い
る
が
、

人

一
家

の

こ
と
は
、
実
際

の
尾
道
か
ら

の
帰
途
の
も

の
で
は
な
く
、

母

は

一
時

そ
の
実
家

の
芝

の
祖
父
母
の
も
と

に
引
き
取
ら
れ
て
行

っ

我
孫

子
在
住
期
の
見
聞

(
お
そ
ら
く
大
正
七
年

の
六
月
十

日
)

に

た
と
い
う
。

こ
れ
を
機

に
、
ま
だ
赤
子

の
信
行

の
養
育

は
母
か
ら

基
づ

く
も
の

で
、
家
族
愛

の
所
在
な
ど
を
表

わ
す
も

の
と

し

て
意

祖
母

の
手

に
移
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
父

の
赦
し
が
出

た
あ
と

図
的

に
嵌

入
さ
れ
た
も

の
だ
と

い
え

る
の
で
あ

る
。

2　

も
、
信
行

は
祖
母

と
寝
室
を
と
も

に
し
、
謙
作
と

一
緒

に
母
と
寝

(
6
)

安

岡
章
太

郎

『
志
賀
直
哉
私
論
」

(文
芸
春
秋
社
、

一
九
六
八

・

1

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
う
い
う

.

十

一
)

兄
弟

別
々
の
あ
り
方

で
は
そ
の
仲
が
幼
児
と
は

い
え
親
し

い
も

の

(
7
)

『
日
本

近
代
文

学
大
系

志
賀
直
哉
集
」

(角

川
書

店
、

一
九
七

と

な
る
と
は
と

て
も
考
え

に
く

い
。
ま
た
、
母
は
罪

の
子
だ
と
思

}
・
一
)

え
ば
謙
作

に
十
分

な

ス
キ

ン
シ
ッ
プ
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ

(
8
)

本
多

秋
五

『
志
賀
直
哉
㈲
」
(
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇

・
二
)
。

た
と
考

え
ら
れ
る
。

な
お
本

多
秋

五
は
、
安
岡
章

太
郎

『
志
賀

直

哉
私

論
』

の
書
評

(
5
)

軍
人
家
族

一
行

の
シ
ー

ン
の
材
源
を

「
ノ
ー
ト
ー4
」

(『
志
賀
直

(
「群
像

」
、

一
九
六
九

・

一
)

で
同
じ
趣
旨

の

こ
と
を

す

で

に
述

哉
全

集
補

巻
六
』
、
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
二

・
三
)

に
見
出

す

ご

べ
て
い
る
。

.
と
が
で
き
る
。

こ
の
ノ
ー
ト
は
、
は
じ
め

に

「
大
正
七
年

一
月
元

(
9
)

池
内

輝
雄

『
志
賀

直
哉

の
領
域
』

(有
精
堂
出
版
、

一
九
九
〇

・

日
」
と
記
さ
れ

て
い
て
、
直
哉

の
我
孫
子
在
住
期

の
も

の
と

み
ら

八
)

れ
る
。
最
初
の
パ

ラ
グ

ラ
フ
の
末
尾

に

「
汽
車

の
中

に
て
転
任

の

(
10
)

『暗
夜

行
路
』

草
稿
1

に
、
幼
児

の

「
自
分
」

(直
哉
)
が
同
年

騎

兵
大
尉

の
家
族

を
見
な
が
ら
、
六
月
十

日
、
」

と

あ

る
が
、

次

輩

の
近

所
の
或
る
女

の
児
と
よ
く
遊

ん
だ

こ
と
が
回
想
さ
れ

て
い

の
パ
ラ
グ

ラ
フ
に
は
男

の
児
と
女

の
児
が
毛
布

の
中

で
足

で
互

い

る
が
、

そ
の
遊
び
は

「
情
欲
的
な
関
係
」

で
の
も

の

で
、

「
キ

タ

9



ナ
イ
真
似
を
し

た
。
」
と

さ
れ
て
い
る
の
が
気

に
か
か
る
。

「亀

と

籠
」
と

い
う
遊
び

は
、
志
賀

の
純
然

た
る
創
作

で
は
な
く
、
自
身

の
幼
児

で
の
こ
の
体
験

(た
だ

し

「
キ
タ
ナ
イ
真
似
」

の
具
体
的

な
内
容

は
不
明
)
を
幾
分
か

は
ベ
ー

ス
に
し

て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
『
暗
夜
行
路
」

で
は
謙
作

は
要

に
対

し
あ

ま
り
批

判
的

で
な

い
が
、

そ
れ
は
要

の
幼
児
体
験

に
作
者
自
身

が
重

な
る
も

の

を
持

っ
て
い
た
か
ら
な

の
か
も

し
れ
な

い
。
な

お
、
母

と

一
緒

に

寝

て
い
て
床

の
中

に
深
く
も
ぐ

っ
て
行
き
母
か

ら
烈

し
く
手
を

つ

ね
ら
れ
た
体
験
も

『
暗
夜
行
路
」
草
稿

1
に
記

さ
れ

て
い
る
。
直

哉
は
普
段
祖
父
母
と

一
緒

に
寝

て
い
て
、
た

ま
た
ま
母

と

一
緒

の

折
が
あ
り
、
好
奇
心
な
り
衝
動
か
ら

こ
の
よ
う
な
行
為

に
及

ん
だ

も

の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
る

に
、

こ
れ
が

『
暗
夜
行
路
』
と

い
う

虚
構

の
な
か

に
組
み
込
ま
れ

る
と
、
皮
肉

に
も
不
義

の
子

の
も

の

3

と
し

て
不
思
議
な
リ

ア
リ
テ
ィ
ー
を
帯
び

る
こ
と

に
な

る

(第

二

ー6

の
三

の

「
前

の
人
」
と
は
淫
蕩
な
祖
父
を
指
す
も

の
と
な

る
)

の

で
あ
る
。

(
11
)

拙

稿

「
『
暗
夜
行
路
」

に
お
け
る
原
風
景

と
そ

の
関
連

テ
ー

マ

ー

「
序
詞
」

の
形
成
と
そ

の
遠
心
力
1

」
、
「
文
芸
研
究
」
第

八
十

五
号
、

二
〇
〇

一
・
二
)

(
12
)

芳

子
と
い
う
女
の
児

と
お

爺

さ
ん
が

呼

び
交

わ
す

シ

ー

ン
は

『暗

夜
行
路
』
草

稿
7
と
草

稿
10

に
見
ら
れ
、

よ

ほ
ど
尾

道
滞

在

、

期

の
直

哉
に
と

っ
て
印
象

深

い
も
の
だ

っ
た
と
受
け
取
れ
る
。
た

へ

ヘ

ヘ

へ

だ
し
、

「芳

子
と
い
ふ
十
才
位

の

い
た
づ
ら
な
女

の
子
」
(
傍
点
は

引

用
者
、
草
稿

10
)

と

い
う
の
が
お
そ
ら
く
事
実

で
、
六
歳

の
謙

h

作
と
符
合
す

る
よ
う
に
そ
の
年
齢

が
改
変
さ
れ

て
い
る

の
だ
と
考

え
ら

れ
る
。


