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谷
川
俊
太
郎
詩
の
教
材
化

。
子
ど
も
の
語
り
″
に
よ
る
。
生
”
。
関
係
”
の
発
見

は

じ

め

に

谷
川
俊
太
郎
の
詩
は
こ
れ
ま
で
も
、
小
中
高
校
の
詩
教
材
と
し
て
「
生
き
る
」
「
朝
の
リ
レ
ー
」

「
ど
き
ん
」
「
き
も
ち
」
「
地
球
へ
の
ピ
ク
ニ
ッ
ク
」
等
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
、
朗
読
等
の
音

声
言
語
指
導
の
素
材
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
が
、
谷
川
の
詩
の
独
自
な
方
法
や
魅
力
・
言

語
構
造
の
特
質
等
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ら
を
有
効
に
生
か
し
た
形
で
の
指
導
実
践
が
楽
し
く
身
に

つ
く
国
語
科
学
習
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
の
が
現
状
で
あ
る
(
注
1
)
。
本

稿
は
国
語
科
に
お
け
る
文
学
(
詩
)
の
言
語
技
術
教
育
研
究
の
一
環
で
あ
り
、
二
一
世
紀
の
国

語
科
授
業
づ
く
り
に
生
き
る
詩
の
本
質
(
原
理
)
と
言
語
特
質
に
即
し
た
作
品
分
析
(
教
材
研

究
の
方
法
と
視
点
)
や
、
そ
れ
ら
の
基
礎
的
な
考
察
を
生
か
し
た
授
業
方
法
論
・
評
価
論
を
考

え
る
も
の
で
あ
る
(
注
2
)
。
今
回
は
谷
川
俊
太
郎
の
。
子
ど
も
の
語
り
″
に
よ
る
詩
作
品
を
対

象
に
、
言
語
技
術
(
レ
ト
リ
ッ
ク
と
文
体
)
や
批
評
性
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

一
、
。
子
ど
も
の
語
り
の
詩
”
が
開
く
詩
的
世
界

谷
川
は
「
子
ど
も
の
〈
詩
〉
」
(
一
九
八
四
・
四
と
付
記
)
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
子
ど

も
の
詩
の
も
つ
魅
力
や
現
代
社
会
の
制
度
や
組
織
と
の
関
係
等
に
触
れ
、
重
要
な
指
摘
を
し
て

い
る
(
注
3
)
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
通
し
て
、
谷
川
に
お
け
る
「
子
ど
も
の
詩
」
の
意
味
と
特
質

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

1
、
自
己
と
世
界
の
探
究
に
向
か
う
「
無
意
識
即
の
言
葉
」

時
折
、
幼
い
子
ど
も
の
書
く
も
の
に
「
詩
」
と
し
か
呼
び
よ
う
の
な
い
言
葉
が
あ
り
、
「
長
い

経
験
」
と
「
意
識
さ
れ
た
方
法
」
を
も
つ
大
人
の
詩
人
の
書
い
た
も
の
と
区
別
し
が
た
い
も
の

が
あ
る
。
そ
の
違
い
に
つ
い
て
、
宮
沢
賢
治
の
「
農
民
芸
術
概
論
要
綱
」
の
中
の
「
無
意
識
即

か
ら
溢
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
多
く
無
力
か
詐
欺
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
、

こ
の
言
葉
は
詩
に
お
い
て
お
そ
ら
く
最
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
。
無
意
識
即
の
言
葉
は
説
明

佐

藤

洋

一

(
国
語
教
室
)

の
言
語
、
解
釈
の
言
語
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
て
、
世
界
を
部
分
に
分
割
せ
ず
、
全
体
へ

と
統
合
す
る
。
子
ど
も
の
言
葉
が
時
に
詩
的
な
力
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
ら
が
ま
だ
多
く
の

語
彙
を
も
た
な
い
未
分
化
な
言
葉
だ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
?

と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
う
し
た
言
葉
に
よ
る
呪
術
的
な
力
を
も
た
ら
す
の
は
「
未
開
民
族

の
口
承
文
芸
」
の
中
に
も
、
科
学
の
進
ん
だ
現
代
の
私
た
ち
の
世
界
観
の
イ
メ
ー
ジ
の
細
部
に

も
、
例
え
ば
夢
の
言
語
化
・
暗
喩
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
イ
メ
ー
ジ
等
の
表
現
が
、
「
理
性
的
な

説
明
や
解
釈
の
能
力
」
以
上
に
科
学
的
な
真
偽
を
超
え
て
「
私
た
ち
の
魂
に
訴
え
か
け
る
」
事

実
に
も
共
通
し
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。

2
、
文
学
作
品
と
し
て
の
「
詩
」
と
、
子
ど
も
の
詩

文
学
作
品
と
し
て
の
詩
は
、
こ
う
し
た
「
無
意
識
即
の
言
葉
」
の
世
界
に
根
を
下
ろ
し
な
が

ら
も
「
表
現
と
し
て
は
よ
り
意
識
的
で
あ
り
か
つ
洗
練
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
扱
う
世
界

は
は
る
か
に
大
き
く
て
複
雑
だ
。
無
意
識
即
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
無
意
識
に
成
熟
し
た
お
と

な
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
と
知
識
と
思
考
が
影
を
落
と
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
子
ど
も
の
詩
が
「
〈
熟
考
〉
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
偶
発
的
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
点
で
、
ま
た
現
代
社
会
の
か
か
え
る
さ
ま
ざ
ま
問
題
を
扱
え
る
だ
け
の
容
量
を
も
た

な
い
と
い
う
点
で
、
詩
の
魅
力
的
な
一
部
で
は
あ
っ
て
も
そ
の
す
べ
て
で
は
あ
り
え
な
い
」
こ

と
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
谷
川
の
意
図
は
、
短
歌
・
俳
句
の
方
法
と
は
異
な
る
形
で
「
複

雑
な
同
時
代
の
世
界
を
ひ
と
つ
の
全
体
像
と
し
て
つ
か
も
う
と
す
る
」
現
代
詩
の
一
方
法
と
し

て
の
子
ど
も
の
詩
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

3
、
「
子
ど
も
の
恐
る
べ
き
無
意
識
の
世
界
」
へ
の
降
下
-
。
意
識
と
無
意
識
‘
の
文
体
-

以
下
は
、
子
ど
も
の
「
生
な
現
実
」
を
大
人
の
安
易
な
郷
愁
や
讃
美
に
よ
っ
て
「
隠
蔽
」
す

る
こ
と
な
く
、
「
子
ど
も
の
恐
る
べ
き
無
意
識
の
世
界
」
へ
降
り
て
ゆ
く
こ
と
の
重
要
性
に
つ
い

て
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
代
の
全
体
像
を
描
こ
う
と
す
る
谷
川
の
現
代
詩
人

一
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と
し
て
の
立
場
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
内
な
る
子
ど
も
」
の
「
無
意
識
即
の
言
葉
」
の
表
現
を
通

し
て
、
。
生
・
生
命
"
と
言
葉
、
。
世
界
(
他
者
)
と
の
関
係
”
の
本
質
(
=
人
間
の
真
実
)
の

探
究
と
い
う
谷
川
の
中
心
的
な
詩
作
の
モ
チ
ー
フ
に
も
つ
な
が
る
点
で
あ
る
。

詩
に
到
る
た
め
に
は
お
と
な
は
時
に
内
な
る
子
ど
も
を
み
つ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

抑
圧
さ
れ
、
管
理
さ
れ
、
虚
飾
に
み
ち
た
お
と
な
の
仮
面
を
み
ず
か
ら
剥
ぎ
と
る
勇
気
を

も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
葉
が
そ
れ
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
の
だ
が
、
同
時
に
言
葉
は
そ

れ
を
妨
げ
も
す
る
。
愛
に
お
い
て
も
、
ま
た
欲
望
に
お
い
て
も
快
楽
に
お
い
て
も
、
お
と

な
よ
り
は
る
か
に
直
接
に
世
界
と
向
き
あ
っ
て
い
る
子
ど
も
は
、
お
と
な
に
と
っ
て
常
に

ひ
と
つ
の
無
垢
な
指
針
と
な
り
つ
づ
け
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
甘
え
る
こ
と
は
か
え
っ
て

子
ど
も
を
見
失
わ
せ
る
。

い
わ
ゆ
る
児
童
む
け
の
詩
に
多
く
あ
る
詩
情
は
お
と
な
自
身
の
子
ど
も
時
代
へ
の
郷
愁

に
支
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
子
ど
も
の
現
実
を
あ
き
ら
か
に
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
隠

蔽
す
る
。
子
ど
も
の
恐
る
べ
き
無
意
識
の
世
界
へ
降
り
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
信
じ
ら
れ
な

い
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
非
行
問
題
ひ
と
つ
と
っ
て

も
自
明
な
の
に
。
(
傍
線
は
佐
藤
)

一

一

に
優
れ
た
詩
的
達
成
を
見
せ
る
に
し
て
も
「
偶
発
的
な
も
の
」
で
あ
り
「
現
代
社
会
の
か
か
え

る
さ
ま
ざ
ま
問
題
を
扱
え
る
だ
け
の
容
量
を
も
た
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
未
だ
多
く

の
語
彙
を
持
た
な
い
未
分
化
な
子
ど
も
自
身
の
詩
と
は
異
な
り
、
谷
川
の
詩
に
あ
っ
て
は
意
図

的
に
「
現
代
社
会
の
か
か
え
る
さ
ま
ざ
ま
問
題
」
を
語
ろ
う
と
す
る
意
識
が
鮮
明
で
あ
る
。

例
え
ば
、
家
族
や
学
校
・
先
生
・
友
達
等
を
語
る
時
に
、
肯
定
的
な
明
る
い
詩
ば
か
り
で
は

な
く
逆
に
悪
や
怒
り
、
人
生
や
人
間
関
係
の
不
条
理
と
も
言
う
べ
き
不
気
味
で
グ
ロ
テ
ス
ク
な

裂
け
目
の
部
分
が
強
調
さ
れ
た
作
品
が
多
い
の
は
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
。
「
抑
圧
さ
れ
、
管
理

さ
れ
、
虚
飾
に
み
ち
た
お
と
な
の
仮
面
」
の
「
内
な
る
子
ど
も
」
の
視
線
や
発
想
に
よ
る
批
評

と
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
谷
川
の
子
ど
も
の
語
り
の
詩
は
、
子
ど

も
の
詩
と
同
じ
「
無
意
識
即
の
言
葉
」
の
世
界
に
根
を
下
ろ
し
な
が
ら
、
表
現
は
「
よ
り
意
識

的
」
で
「
扱
う
世
界
は
は
る
か
に
大
き
く
て
複
雑
」
「
無
意
識
即
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
無
意
識

に
成
熟
し
た
お
と
な
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
と
知
識
と
思
考
が
影
を
落
と
し
て
」
い
る
の
で
あ
る
。

三
つ
目
は
、
子
ど
も
の
語
り
に
よ
る
詩
は
、
い
か
に
も
子
ど
も
ら
し
い
自
然
さ
で
素
朴
に
語

ら
れ
て
お
り
微
笑
ま
し
い
も
の
と
し
て
表
面
的
に
読
ま
れ
が
ち
だ
が
、
そ
こ
に
は
現
代
詩
人
と

し
て
の
谷
川
の
鮮
明
な
「
方
法
意
識
」
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
谷
川
自
身
「
自
己

表
現
と
し
て
の
み
」
と
ら
え
る
詩
作
指
導
の
立
場
を
批
判
し
、
こ
う
し
た
指
導
が
「
詩
の
富
の

な
か
ば
」
を
失
い
「
詩
の
も
つ
韻
文
性
す
な
わ
ち
言
葉
の
音
の
豊
か
さ
と
、
詩
の
形
式
す
な
わ

ち
言
葉
の
姿
か
た
ち
に
対
す
る
子
ど
も
の
感
性
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
発
想
は
、
こ
と
ば
遊
び
の
詩
・
数
え
歌
・
童
歌
の
詩
作
に
も
共
通
す
る
谷
川
の
日

本
語
の
豊
か
さ
の
探
究
の
モ
チ
ー
フ
に
つ
な
が
る
基
本
的
な
態
度
で
あ
る
。
詩
の
音
楽
性
(
音

と
イ
メ
ー
ジ
・
意
味
)
と
イ
メ
ー
ジ
構
成
の
方
法
的
な
意
識
は
、
現
代
詩
に
お
け
る
「
韻
文
性
」

の
回
復
(
日
本
語
の
探
究
)
と
い
う
谷
川
の
一
つ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
と
も
に
、
″
生
命
・
生
"

と
。
世
界
(
他
者
)
と
の
関
係
”
の
表
現
と
し
て
の
意
味
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
実
際
に
詩
の
テ
ー
マ
・
題
材
・
言
語
技
術
(
レ
ト
リ
ッ
ク
と
文
体
)

等
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
、
以
下
「
な
く
ぞ
」
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
「
ど
き
ん
」

「
わ
る
く
ち
」
「
さ
よ
う
な
ら
」
「
が
っ
こ
う
」
「
ゆ
う
ぐ
れ
」
「
ふ
つ
う
の
お
と
こ
」
の
八
編
を

取
り
上
げ
具
体
的
に
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
(
注
4
)
。

二
、
「
な
く
ぞ
」
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
「
ど
き
ん
」

‐
存
在
感
覚
・
世
界
と
の
関
係
-

1
、
「
な
く
ぞ
」
-
。
泣
く
”
こ
と
に
よ
る
自
己
主
張
の
ユ
ー
モ
ア
ー

「
な
く
ぞ
」
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
の
二
編
は
、
百
瀬
恒
彦
氏
が
撮
影
し
た
子
供
の
肖
像
写
真
に

添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
(
『
家
庭
画
報
』
一
九
八
八
年
一
~
こ
一
月
号
『
子
ど
も
肖
像
』
一
九

-201-

4
、
子
ど
も
の
語
り
に
よ
る
詩
-
谷
川
に
お
け
る
三
つ
の
意
味
-

子
ど
も
の
語
り
に
よ
る
谷
川
の
作
品
の
発
想
と
特
質
、
そ
れ
は
、
単
に
子
ど
も
の
無
垢
な
感

覚
や
存
在
を
取
り
上
げ
て
讃
美
す
る
の
で
も
、
大
人
に
よ
る
「
子
ど
も
時
代
へ
の
郷
愁
」
や
回

帰
の
表
現
で
も
な
い
。
谷
川
の
他
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
貫
し
て
「
複

雑
な
同
時
代
の
世
界
を
ひ
と
つ
の
全
体
像
と
し
て
つ
か
も
う
と
す
る
現
代
詩
」
の
意
識
的
な
方

法
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
特
質
を
大
き
く
三
点
に
ま
と
め
確
認
す
る
。

一
つ
は
、
。
生
・
生
命
の
原
型
と
し
て
の
子
ど
も
″
の
語
り
に
よ
る
表
現
は
「
理
性
的
な
説
明

や
解
釈
の
能
力
」
を
超
え
る
、
い
わ
ば
「
無
意
識
即
の
言
葉
」
と
し
て
、
現
代
人
の
意
識
と
無

意
識
の
構
造
を
照
射
す
る
一
つ
の
表
現
装
置
(
レ
ト
リ
ッ
ク
)
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

ま
ず
重
要
で
あ
る
。
学
習
に
よ
る
認
識
の
言
語
を
十
分
に
も
た
な
い
子
ど
も
の
思
考
と
語
り
は
、

「
暗
喩
と
し
て
の
意
味
」
の
イ
メ
ー
ジ
や
「
夢
の
言
語
化
」
に
も
似
て
、
私
達
の
慣
ら
さ
れ
管

理
さ
れ
た
意
識
と
無
意
識
の
深
層
の
真
実
を
描
く
一
つ
の
方
法
(
レ
ト
リ
ッ
ク
)
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
愛
・
恐
怖
・
快
楽
・
欲
望
等
の
子
ど
も
の
存
在
感
覚
と
他
者
と
の
「
関
係
」
認
識
は
、

「
子
ど
も
の
恐
る
べ
き
無
意
識
の
世
界
」
を
語
る
と
同
時
に
よ
り
直
接
的
に
現
代
人
の
意
識
の

真
実
を
語
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

二
つ
目
は
、
現
代
に
お
け
る
「
国
家
・
組
織
・
制
度
」
と
「
個
人
」
の
関
係
を
、
子
ど
も
の

語
り
と
い
う
視
点
か
ら
批
評
す
る
表
現
装
置
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
子
ど
も
の
詩
は
時



谷川俊太郎詩の教材化

九
三
年

紀
伊
国
屋
書
店
)
。
「
な
く
ぞ
」
の
詩
は
、
口
を
閉
じ
大
き
な
目
で
じ
っ
と
み
つ
め
る

田
村
亮
人
君
の
二
歳
と
七
歳
の
時
の
写
真
に
添
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
百
瀬
氏
の
コ
メ
ン
ト

に
は
「
九
二
年
の
秋
に
、
二
年
間
の
ロ
ン
ド
ン
生
活
を
終
え
、
家
族
と
と
も
に
帰
国
し
た
。
ロ

ン
ド
ン
で
は
、
初
め
の
数
ヶ
月
現
地
校
へ
。
す
ぐ
泣
い
て
し
ま
う
癖
は
い
つ
の
ま
に
か
な
く
な
っ

た
。
」
と
あ
る
。

な
く
ぞ

谷
川
俊
太
郎

な
く
ぞ

ぼ
く
な
く
ぞ

い
ま
わ
ら
っ
て
た
っ
て

い
や
な
こ
と
が
あ
っ
た
ら
す
ぐ
な
く
ぞ

ぼ
く
が
な
け
ば

か
み
な
り
な
ん
か
き
こ
え
な
く
な
る

ぼ
く
が
な
け
ば

に
ほ
ん
な
ん
か
な
み
だ
で
し
ず
む

ぼ
く
が
な
け
ば

か
み
さ
ま
だ
っ
て
な
き
だ
し
ち
ゃ
う

な
く
ぞ

い
ま
す
ぐ
な
く
ぞ

な
い
て
う
ち
ゅ
う
を
ぶ
っ
と
ば
す

A

状
況
設
定
の
場
面

(
ぼ
く
の
語
り
・
泣
く
こ
と

に
よ
る
自
己
主
張
)

B

展
開
(
具
体
化
)
の
場
面

か
み
な
り
~
に
ほ
ん
~

か
み
さ
ま

(
声
・
涙
・
世
界
の
創
造
者
)

Ｃ

意
味
づ
け
(
意
識
化
・
対
象

化
)
の
場
面

こ
の
詩
は
、
子
ど
も
の
「
存
在
感
」
と
他
者
(
父
母
や
家
族
?
)
と
の
「
関
係
」
を
求
め
る

幼
い
心
理
を
「
泣
く
」
と
い
う
自
己
主
張
(
強
が
り
?
)
の
形
で
描
い
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
作
品

で
あ
る
。
語
り
手
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
一
了
三
歳
程
度
の
子
ど
も
で
あ
る
。
大
人
は

嫌
な
こ
と
や
意
に
そ
わ
な
い
場
合
に
は
、
言
葉
や
暴
力
・
無
視
等
の
表
現
が
あ
る
が
「
泣
く
」

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
激
し
さ
に
よ
っ
て
自
己
の
存
在
の
大
き
さ
や
迫
力
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
こ
の
時
期
の
子
ど
も
ら
し
い
。

題
名
も
含
め
「
A
状
況
設
定
の
場
面
(
ぼ
く
の
語
り
・
泣
く
こ
と
に
よ
る
自
己
主
張
)
」
、
「
B

展
開
の
場
面
(
A
場
面
の
具
体
化
)
」
、
そ
の
意
味
づ
け
で
あ
る
「
C
場
面
」
の
三
つ
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。
「
A
状
況
設
定
の
場
面
」
は
「
い
ま
わ
ら
っ
て
た
っ
て
/
い
や
な
こ
と
が
あ

れ
ば
す
ぐ
な
く
ぞ
」
と
、
自
分
に
と
っ
て
の
嫌
な
こ
と
の
是
非
は
問
題
に
な
ら
ず
、
「
泣
く
」
と

い
う
身
体
表
現
に
よ
る
怒
り
や
自
己
主
張
の
方
法
を
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
「
B
展
開
の
場

面
」
の
「
ぼ
く
が
な
け
ば
/
か
み
な
り
な
ん
か
き
こ
え
な
く
な
る
(
b
1
)
」
「
に
ほ
ん
な
ん
か

な
み
だ
で
し
ず
む
(
b
2
)
」
「
か
み
さ
ま
だ
っ
て
な
き
だ
し
ち
ゃ
う
(
b
3
)
」
は
、
僕
が
泣
い

た
時
に
何
が
起
こ
る
か
を
具
体
的
に
三
つ
の
表
現
で
語
っ
て
い
る
が
、
雷
は
僕
が
知
っ
て
い
る

最
も
怖
い
大
き
な
音
を
出
す
も
の
(
声
の
大
き
さ
と
迫
力
)
を
、
日
本
が
沈
む
と
は
涙
の
量
の

多
量
さ
を
(
涙
と
怒
り
の
大
き
さ
)
、
神
様
だ
っ
て
泣
き
だ
す
と
は
世
界
を
支
配
し
見
守
っ
て
い

る
偉
大
な
神
で
も
、
僕
の
「
泣
く
行
為
」
の
凄
ま
じ
さ
に
驚
き
泣
き
だ
す
と
い
う
形
で
世
界
で

最
も
恐
ろ
し
く
迫
力
が
あ
る
と
い
う
ア
ピ
ー
ル
を
意
味
し
て
い
る
。

C
場
面
は
、
A
・
B
場
面
全
体
へ
の
意
味
づ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
場
面
。
「
な
く
ぞ
/
い
ま
す

ぐ
な
く
ぞ
/
な
い
て
う
ち
ゅ
う
を
ぶ
っ
と
ば
す
」
は
、
繰
り
返
し
の
中
で
せ
っ
か
ち
に
自
分
を

か
ま
っ
て
ほ
し
い
(
み
つ
め
て
ほ
し
い
)
と
い
う
他
者
へ
の
「
関
係
」
の
希
求
が
主
張
さ
れ
。

「
う
ち
ゅ
う
を
ぶ
っ
と
ば
す
」
は
自
分
の
桁
違
い
の
力
強
さ
(
身
体
感
覚
)
の
強
調
で
あ
り
、

全
て
自
分
中
心
に
世
界
が
ま
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
時
期
の
子
ど
も
ら
し
い
表
現
で
あ
る
。

子
ど
も
が
存
在
を
誇
示
す
る
感
情
の
表
現
に
は
様
々
な
形
が
あ
る
が
、
「
笑
う
(
微
笑
む
)
」
「
怒

る
」
「
黙
る
」
で
は
な
く
「
泣
く
」
と
い
う
行
為
を
選
択
し
て
い
の
は
、
周
囲
へ
の
影
響
力
が
最

も
強
く
、
も
し
か
し
た
ら
「
ぼ
く
」
の
心
の
底
に
ど
う
し
よ
も
な
い
寂
し
さ
や
悲
し
み
の
感
情

が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
何
と
か
吹
き
飛
ば
し
、
理
解
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
が
あ
っ
た
か

ら
と
も
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
、
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
-
父
を
。
食
べ
る
”
と
い
う
少
女
の
愛
情
-

「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
は
巻
島
美
帆
さ
ん
と
い
う
や
ん
ち
ゃ
そ
う
な
少
女
の
三
歳
と
八
歳
の
時

の
写
真
に
添
え
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
写
真
に
つ
い
て
の
百
瀬
氏
の
コ
メ
ン
ト
に
は
「
大

人
が
相
手
で
も
物
お
じ
し
な
い
、
元
気
の
良
さ
。
五
年
後
に
会
っ
て
も
、
ハ
キ
ハ
キ
と
話
す
の

に
、
撮
影
と
な
る
と
笑
う
の
を
が
ま
ん
す
る
。
『
だ
っ
て
、
歯
並
び
が
ヘ
ン
だ
か
ら
。
う
つ
ら
な

い
よ
う
に
し
て
い
る
の
』
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

ご
ち
そ
う
さ
ま

谷
川
俊
太
郎

お
と
う
さ
ん
を
た
べ
ち
ゃ
っ
た

は
な
の
さ
き
っ
ち
よ

こ
り
こ
り
か
し
っ
て

め
ん
た
ま
を

つ
る
っ
て
す
っ
て

ほ
っ
ぺ
た
も

Ａ

状
況
設
定
の
場
面

(
少
女
の
語
り
・
父
へ
の
愛

情
・
意
外
な
設
定
)

B

展
開
(
具
体
化
)
の
場
面

b
1
・
:
鼻
の
先

b
2
・
:
目
玉

三
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む
し
ゃ
む
し
や
た
べ
て

あ
し
の
ほ
ね
は

ご
り
ご
り
か
ん
で

お
う
と
さ
ん
お
い
し
か
っ
た
よ

お
と
う
さ
ん
あ
し
た

わ
た
し
の
う
ん
ち
に
な
る
の

う
れ
し
い
?

b
3
・
:
頬

b
4
・
:
足
の
骨

(
選
ば
れ
て
い
る
部
分
の
意
味

と
イ
メ
ー
ジ
)

C

意
味
づ
け
(
意
識
化
・
対
象

化
)
の
場
面

こ
の
詩
は
少
女
の
父
親
へ
の
愛
情
が
、
一
見
グ
ロ
テ
ス
ク
に
し
か
し
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
語
ら
れ

て
い
る
作
品
で
あ
る
。
語
り
手
の
少
女
は
語
り
(
表
記
)
と
内
容
か
ら
三
~
五
歳
位
と
想
定
し

て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
父
親
の
こ
と
が
大
好
き
で
独
り
占
め
し
た
い
よ
う
な
無
邪
気

な
思
い
を
も
つ
少
女
が
思
い
浮
か
ぶ
。
題
名
を
含
め
、
A
場
面
は
「
状
況
設
定
の
場
面
」
、
B
場

面
は
「
展
開
の
場
面
」
で
ど
の
よ
う
に
父
を
食
べ
た
の
か
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
。
C
場
面

は
語
り
か
け
の
表
現
に
よ
っ
て
A
と
B
場
面
へ
の
意
味
づ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
詩
で
は
特
に
、
父
親
へ
の
愛
情
や
愛
し
さ
を
語
る
B
場
面
が
特
徴
的
で
あ
る
。
「
は
な
の

さ
き
っ
ち
よ
」
「
め
ん
た
ま
」
「
ほ
っ
ぺ
た
」
「
あ
し
の
ほ
ね
」
は
巧
み
に
選
ば
れ
構
成
さ
れ
て
い

る
。
鼻
の
先
は
親
が
子
ど
も
を
愛
し
く
思
い
抱
き
上
げ
た
り
し
て
、
鼻
と
鼻
を
合
わ
せ
る
出
っ

張
っ
た
部
分
で
あ
り
(
身
体
と
い
う
肌
の
触
れ
合
い
)
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
親
の
香
り
(
体
臭
)

と
出
会
う
場
所
で
あ
る
。
目
玉
は
顔
や
表
情
を
最
も
よ
く
表
す
部
分
で
あ
り
、
「
わ
た
し
」
へ
の

父
親
の
眼
差
し
を
語
る
も
の
、
ま
た
親
が
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
も
の
を
暗
示
す
る
。
頬
は
頬
ず

り
の
感
覚
等
の
よ
う
な
形
で
の
子
ど
も
へ
の
愛
情
表
現
を
表
す
所
で
あ
り
、
子
ど
も
に
と
っ
て

は
親
の
身
体
の
暖
か
さ
や
自
分
へ
の
優
し
さ
を
確
認
す
る
部
分
で
も
あ
る
。
足
の
骨
は
「
わ
た

し
」
が
立
っ
た
時
の
目
線
の
高
さ
で
あ
り
、
膝
の
上
に
優
し
く
乗
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
父
親
の

逞
し
さ
や
包
容
力
を
表
す
部
分
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
鼻
の
先
ふ
目
玉
ふ
頬
ふ
足
の
骨
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
展
開
は
大

好
き
な
「
父
親
の
存
在
全
て
」
を
、
顔
・
表
情
(
匂
い
や
香
り
・
視
覚
)
λ
》
身
体
の
部
分
と
全

体
(
肌
や
皮
膚
・
体
全
体
)
と
い
う
形
で
捉
え
、
独
り
占
め
し
た
い
欲
望
が
語
ら
れ
て
い
る
と

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
「
こ
り
こ
り
か
じ
っ
て
≒
つ
る
っ
て
す
っ
て
≒
む
し
ゃ
む
し
や
た
べ
て
」

「
ご
り
ご
り
か
ん
で
」
と
い
う
一
連
の
表
現
も
心
か
ら
愛
す
る
と
い
う
こ
と
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な

ま
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
却
っ
て
効
果
的
に
表
し
て
い
る
。
子
ど
も
や
孫
・
恋
人
等
を
食
べ
て

し
ま
い
た
い
く
ら
い
か
わ
い
い
(
愛
し
い
)
と
い
う
言
い
方
は
あ
る
が
、
「
お
と
う
さ
ん
お
い
し

か
っ
た
」
と
い
う
表
現
に
は
、
父
親
を
食
べ
ら
れ
る
存
在
に
讐
え
食
べ
て
満
足
し
た
幸
福
な
気

分
が
何
と
も
言
え
ず
巧
み
に
語
ら
れ
て
い
る
。

四

C
場
面
は
、
父
親
へ
の
語
り
か
け
に
よ
っ
て
詩
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
食
べ

た
ら
毎
日
排
便
す
る
こ
と
が
生
活
習
慣
上
、
大
切
と
教
え
ら
れ
自
分
で
上
手
に
排
便
で
き
る
か

母
親
等
か
ら
意
識
的
に
習
慣
づ
け
ら
れ
て
い
る
時
期
の
少
女
を
思
わ
せ
る
。
「
う
れ
し
い
?
」
と

い
う
問
い
か
け
は
父
親
へ
の
愛
情
の
確
認
の
表
現
だ
が
、
そ
れ
が
「
う
ん
ち
」
の
習
慣
と
重
ね

ら
れ
て
い
る
所
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
あ
り
、
微
笑
ま
し
い
。

恋
人
を
殺
し
食
べ
た
と
い
う
狂
気
は
極
端
な
形
だ
が
、
愛
情
の
本
質
(
深
層
)
に
は
観
念
的

に
せ
よ
、
具
体
的
に
せ
よ
他
者
を
貪
り
食
べ
る
よ
う
な
グ
ロ
テ
ス
ク
な
営
み
や
葛
藤
の
側
面
が

あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
は
幼
い
少
女
の
無
邪
気
な
語
り
を
通
し
て
、
他
者
と
の

関
係
・
生
の
深
層
を
垣
間
み
せ
る
要
素
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
は
だ
か

谷
川
俊

太
郎
詩
集
』
『
子
ど
も
の
肖
像
』
等
の
作
品
を
書
い
て
い
た
頃
、
谷
川
は
「
秩
序
よ
り
混
沌
を
書

き
た
い
」
と
の
対
談
の
中
で
次
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
(
要
点
の
み
紹
介
)
。

ふ
つ
う
の
人
間
が
薄
気
味
悪
い
と
い
う
感
じ
で
と
ら
え
て
い
る
感
覚
と
い
う
も
の
を
も

う
少
し
書
き
た
い
。
肉
体
的
な
感
覚
や
無
意
識
か
ら
わ
い
て
く
る
感
覚
を
何
か
の
形
で
と

ら
え
た
い
。
そ
れ
が
読
者
に
と
っ
て
は
薄
気
味
悪
い
も
の
で
あ
っ
て
も
い
い
し
、
む
し
ろ

そ
う
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
無
意
識
な
も
の
を
だ
し
た
い
と
い
う
の
は
、
何
か
自
分
が

い
ま
ま
で
作
り
あ
げ
て
き
た
秩
序
を
壊
し
て
、
本
当
の
つ
ま
り
生
き
る
こ
と
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
や
そ
こ
に
あ
る
混
沌
み
た
い
な
も
の
に
せ
ま
り
た
い
。
(
注
5
)

既
成
の
秩
序
の
奥
に
あ
る
「
肉
体
的
な
感
覚
や
無
意
識
か
ら
わ
い
て
く
る
感
覚
」
「
(
常
識
的

に
は
)
薄
気
味
悪
い
と
い
う
感
じ
で
と
ら
え
て
い
る
感
覚
」
等
の
「
無
意
識
な
も
の
」
に
よ
る

「
生
き
る
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」
と
い
う
方
法
意
識
は
、
「
ご
ち
そ
う
さ
ま
」
一
編
に
限
ら
ず
、

本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
他
作
品
に
も
共
通
す
る
点
で
あ
る
。

3
、
「
ど
き
ん
」
-
。
世
界
”
を
知
る
・
感
じ
る
こ
と
へ
の
豊
か
な
好
奇
心
-

ど
き
ん

谷
川
俊
太
郎

さ
わ
っ
て
み
よ
う
か
な
あ

つ
る
つ
る

お
し
て
み
よ
う
か
な
あ

ゆ
ら
ゆ
ら

も
す
こ
し
お
そ
う
か
な
あ

ぐ
ら
ぐ
ら

も
い
ち
ど
お
そ
う
か
な
あ

が
ら
が
ら

た
お
れ
ち
ゃ
っ
た
よ
な
あ

え
ヘ
ヘ

い
ん
り
ょ
く
か
ん
じ
る
ね
え

み
し
み
し

ち
き
ゅ
う
は
ま
わ
っ
て
る
う

ぐ
い
ぐ
い

A

状
況
設
定
の
場
面

(
世
界
へ
の
好
奇
心
)

B

展
開
(
具
体
化
)

の
場
面

(
世
界
の
中
の
自
分
)
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か
ぜ
も
ふ
い
て
る
よ
お

そ
よ
そ
よ

あ
る
き
は
じ
め
る
か
あ

ひ
た
ひ
た

だ
れ
か
が
ふ
り
む
い
た
!

ど
き
ん

こ
の
詩
は
、
語
り
と
対
象
の
様
子
・
語
り
手
の
気
持
ち
を
組
み
合
わ
せ
て
子
ど
も
(
男
の
子
?
)

の
。
世
界
”
へ
の
好
奇
心
、
。
世
界
”
と
の
関
係
発
見
へ
の
た
め
ら
い
と
期
待
を
書
い
た
も
の
と

読
む
こ
と
が
で
き
る
。
イ
メ
ー
ジ
(
意
味
)
の
大
き
な
ま
と
ま
り
か
ら
場
面
構
成
を
「
A
状
況

設
定
の
場
面
(
世
界
へ
の
好
奇
心
)
」
「
B
展
開
(
具
体
化
)
の
場
面
(
世
界
の
中
の
自
分
)
」
「
C

意
味
づ
け
の
場
面
」
と
し
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

「
A
状
況
設
定
の
場
面
」
は
、
。
世
界
”
の
何
か
名
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
モ
ノ
に
対
す
る
知
り

た
い
と
い
う
お
ず
お
ず
と
し
た
好
奇
心
が
「
さ
わ
る
」
「
お
す
」
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
語
ら
れ

て
い
る
。
「
つ
る
つ
る
」
「
ゆ
ら
ゆ
ら
」
「
ぐ
ら
ぐ
ら
」
「
が
ら
が
ら
」
は
モ
ノ
の
感
触
や
様
子
を

子
ど
も
の
感
覚
と
し
て
表
現
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
「
え
へ
へ
」
は
末
尾
の
「
ど
き
ん
」
と
と

も
に
、
語
り
手
の
心
理
を
語
っ
て
い
る
。
「
B
展
開
(
具
体
化
)
の
場
面
」
は
A
場
面
よ
り
視
野

が
広
が
り
、
。
世
界
”
の
中
の
自
分
の
感
受
性
を
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
引
力
や
地
球
の
自

転
を
感
じ
自
然
(
風
)
を
感
し
て
い
る
様
子
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
引
力
や
地
球
の
自
転
の
感

覚
は
、
あ
る
い
は
ブ
ラ
ン
コ
に
乗
っ
て
い
た
り
遊
園
地
で
の
感
覚
を
語
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
C
場
面
は
、
。
世
界
”
へ
向
か
っ
て
具
体
的
に
行
動
を
起
こ
そ
う
と
す
る
(
関
わ
り
を
持

と
う
と
す
る
)
た
め
ら
い
や
期
待
感
が
、
「
あ
る
き
は
じ
め
る
か
あ
」
と
い
う
言
い
方
で
語
ら
れ

て
い
る
。
末
尾
「
だ
れ
か
が
ふ
り
む
い
た
!

ど
き
ん
」
の
「
だ
れ
か
」
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

自
由
に
想
像
す
る
楽
し
さ
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
未
知
の
。
世
界
”
と
の
関
係
を
持
つ
こ
と
へ

の
期
待
や
不
安
が
強
調
さ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。

私
が
、
こ
の
詩
を
何
か
未
知
の
。
世
界
”
(
外
部
の
世
界
と
同
時
に
内
面
の
世
界
で
も
あ
る
)

に
対
す
る
関
係
の
発
見
の
意
志
と
期
待
、
そ
の
わ
く
わ
る
す
る
よ
う
な
好
奇
心
や
感
覚
を
子
ど

も
の
語
り
と
し
て
描
い
た
も
の
と
読
ん
だ
理
由
の
一
つ
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
と
自
己
の
関
係

の
発
見
と
い
う
詩
の
構
図
は
谷
川
の
詩
に
は
基
本
的
に
一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
特
に
詩

集
『
六
十
二
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
(
一
九
五
三
年

東
京
創
元
社
)
の
「
4
1
」
「
6
2
」
に
お
け
る
詩
の

構
図
と
発
想
が
き
わ
め
て
類
似
し
て
お
り
、
例
え
ば
「
ど
き
ん
」
は
ソ
ネ
ッ
ト
4
1
や
6
2
の
少
年

(
子
ど
も
)
版
と
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

…
…
…
私
は
ひ
と
を
呼
ぶ
/
す
る
と
世
界
が
ぶ
り
向
く
/
そ
し
て
私
が
い
な
く
な
る

「
ソ
ネ
ッ
ト
6
2
」
の
末
尾
の
部
分
で
は
、
「
私
」
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
「
世
界
」
が
振
り
向

き
「
私
」
の
不
在
化
が
語
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
の
連
か
ら
の
展
開
を
読
む
と
「
私
」
の
不
在
は

消
滅
や
崩
壊
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
「
私
」
が
狭
く
小
さ
な
自
意
識
を
越
え
「
世
界
(
存
在

論
的
な
本
質
)
」
と
の
豊
か
な
一
体
化
(
関
係
の
創
造
)
が
逆
説
的
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。在

る
こ
と
は
空
間
や
時
間
を
傷
つ
け
る
こ
と
だ
/
そ
し
て
痛
み
が
む
し
ろ
私
を
責
め
る
/

私
が
去
る
と
私
の
健
康
が
戻
っ
て
く
る
だ
ろ
う

(
「
ソ
ネ
ッ
ト
4
1
」
の
末
尾
)

こ
の
詩
で
も
、
「
私
が
去
る
と
私
の
健
康
が
戻
っ
て
く
る
」
と
い
う
逆
説
的
な
形
で
、
真
に
「
私

で
あ
る
こ
と
(
=
存
在
論
的
な
意
味
で
の
「
健
康
」
)
」
は
豊
か
な
「
世
界
」
と
の
関
係
に
よ
っ

て
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

三
、
「
わ
る
く
ち
」
「
さ
よ
う
な
ら
」
「
が
っ
こ
う
」

1
子
ど
も
の
深
層
心
理
の
真
実
‐

1
、
「
わ
る
く
ち
」
-
悪
口
・
意
味
不
明
の
言
葉
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ー

「
わ
る
く
ち
」
は
『
い
ち
ね
ん
せ
い

谷
川
俊
太
郎
・
詩
/
和
田
誠
・
絵
』
(
一
九
八
八
年

小

学
館
)
収
録
の
二
三
編
の
中
の
一
編
で
あ
る
。
こ
の
詩
集
は
小
学
校
一
年
生
に
な
っ
た
ば
か
り

の
子
供
の
語
り
に
よ
っ
て
、
。
学
校
"
と
い
う
新
し
い
世
界
と
の
出
会
い
と
発
見
、
他
者
と
自
己

の
関
係
認
識
、
自
由
な
想
像
力
等
が
肯
定
的
な
明
る
い
感
覚
で
書
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
あ
」

「
せ
ん
せ
い
」
「
な
ま
え
」
「
あ
た
ら
し
い
こ
」
「
た
か
し
く
ん
」
等
担
任
の
先
生
や
ク
ラ
ス
の
友

達
、
学
習
・
学
校
と
の
出
会
い
や
好
き
な
子
へ
の
思
い
、
「
ぼ
く
」
「
あ
い
し
て
る
」
「
そ
ら
」
「
つ

ま
ん
な
い
」
「
ど
う
し
て
?
」
「
に
し
」
等
、
世
界
へ
の
好
奇
心
と
心
理
的
な
成
長
、
自
由
な
想

像
等
が
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
感
覚
で
語
ら
れ
て
い
る
。

五
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こ
の
詩
は
、
小
学
校
一
年
生
に
な
っ
た
ば
か
り
男
の
子
同
士
が
。
悪
口
(
会
話
ご
の
言
い
合

い
に
よ
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
(
人
間
関
係
)
を
取
ろ
う
と
す
る
場
面
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に

描
い
た
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
の
人
間
関
係
は
、
断
片
的
で
し
か
も
相
手
に
対
す
る
悪
口
や
無

意
味
な
会
話
(
言
葉
の
交
換
)
だ
け
で
も
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
誰
も
が
一
度
は
経
験
す

る
よ
う
な
場
面
と
し
て
描
き
懐
か
し
い
微
笑
ま
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

A
状
況
設
定
の
場
面
・
B
展
開
(
具
体
化
)
の
場
面
・
C
意
味
づ
け
の
場
面
と
い
う
大
き
な

三
つ
の
ま
と
ま
り
(
場
面
構
成
)
は
、
「
あ
い
つ
」
と
「
ぼ
く
」
の
出
会
い
か
ら
心
理
的
な
深
ま

り
を
表
し
て
い
る
。
A
状
況
設
定
の
場
面
。
「
あ
い
つ
」
は
友
達
が
欲
し
く
て
「
ぼ
く
」
に
語
り

か
け
る
が
、
き
ち
ん
と
し
た
言
い
方
は
で
き
な
い
。
「
ぼ
く
」
が
「
な
ん
だ
い
」
と
聞
き
返
す
と

「
あ
い
つ
」
は
「
な
に
が
な
ん
だ
い
」
と
鸚
鵡
返
し
に
言
い
換
え
す
と
こ
ろ
か
ら
、
む
っ
と
し

た
「
ぼ
く
」
と
「
あ
い
つ
」
の
奇
妙
な
会
話
(
悪
口
の
言
い
合
い
)
が
始
ま
る
。

「
こ
の
や
ろ
」
「
ば
か
や
ろ
」
と
い
う
悪
口
か
ら
始
ま
っ
た
言
い
合
い
は
、
B
展
開
(
具
体
化
)

の
場
面
で
二
段
階
に
変
化
す
る
。
ぼ
け
な
す
/
お
た
ん
ち
ん
と
い
う
悪
口
か
ら
「
ど
で
ど
で
/

ご
び
ご
び
~
が
ち
ゃ
ら
め
ち
ゃ
ら
/
ち
ょ
ん
び
に
ゅ
る
に
ゅ
る
(
b
1
)
」
と
い
う
無
意
味
な

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
言
葉
の
交
換
へ
、
そ
し
て
「
ぼ
く
」
が
「
ご
ざ
ま
り
で
べ
れ
け
ぶ
ん
」
と
言
う

と
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
言
い
返
せ
な
い
「
あ
い
つ
」
は
日
常
的
な
会
話
に
戻
り
「
そ
れ
か
ら
?
」

と
言
う
の
で
あ
る
(
b
2
)
。

C
場
面
の
「
そ
の
つ
ぎ

な
ん
と
い
え
ば
い
い
か
/
ぼ
く

わ
か
ら
な
く
な
り
ま
し
た
」
は
、

「
ぼ
く
」
の
困
惑
し
た
気
持
ち
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
あ
い
つ
」
が
友
達
に
な

り
た
い
気
持
ち
を
何
と
な
く
察
し
て
無
意
味
な
言
葉
の
言
い
合
い
に
な
っ
た
も
の
の
、
「
ぼ
く
」

は
「
あ
い
つ
」
を
言
い
負
か
し
て
し
ま
っ
た
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
何
と
言
っ

て
い
い
か
分
か
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
ヘ
ー
ん
」
「
ふ
I
ん
」
の
言
い
合
い
は
奇
妙
な
関

係
と
お
互
い
の
間
の
悪
さ
を
巧
み
に
表
現
し
て
い
る
。

l 。

意
味
不
明
の
言
葉
の
言
い
合
い
の
ユ
ー
モ
ア
や
、
一
度
始
ま
る
と
収
ま
り
が
つ
か
な
く
な
る

時
期
の
子
ど
も
の
感
覚
が
上
手
く
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
ぼ
く
(
が
)
・
あ
い
つ
(
は
)

等
の
助
詞
の
抜
け
た
表
現
の
繰
り
返
し
が
、
二
人
の
会
話
や
関
係
の
息
づ
か
い
を
効
果
的
に

語
っ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

2
、
「
さ
よ
う
な
ら
」
-
精
神
的
な
自
立
の
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
ー

「
さ
よ
う
な
ら
」
と
「
が
っ
こ
う
」
は
、
佐
野
洋
子
の
絵
が
添
え
ら
れ
た
詩
集
『
は
だ
か

谷

川
俊
太
郎
詩
集
』
(
一
九
八
八
年

筑
摩
書
房
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
二
三
編
全
て
が
子
供
の

視
線
か
ら
の
語
り
に
よ
る
ひ
ら
が
な
表
記
の
作
品
で
あ
り
、
「
さ
よ
う
な
ら
」
は
そ
の
冒
頭
の
作

品
で
あ
る
。
こ
こ
で
と
り
あ
げ
た
作
品
以
外
に
「
お
じ
い
さ
ん
」
「
お
ば
あ
さ
ん
」
「
お
と
う
さ

ん
」
(
注
1
の
拙
稿
で
詳
述
)
「
お
か
あ
さ
ん
」
「
き
み
」
「
て
ん
こ
う
せ
い
」
等
身
近
な
家
族
や

学
校
で
の
出
来
事
等
に
つ
い
て
の
意
識
と
無
意
識
の
心
理
(
真
理
)
を
書
い
た
も
の
、
「
は
だ
か
」

「
う
そ
」
「
き
も
ち
」
「
ひ
み
つ
」
「
わ
ら
う
」
「
ひ
と
り
」
等
、
子
供
(
幼
い
少
年
)
の
深
層
心

理
や
人
間
関
係
に
つ
い
て
の
感
覚
や
葛
藤
等
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
、
時
に
ま
な
ま
な
し
く
語
ら
れ

て
い
る
も
の
が
多
い
。

さ
よ
う
な
ら

谷
川
俊
太
郎

ぼ
く
も
う
い
か
な
き
ゃ
な
ん
な
い

す
ぐ
い
か
な
き
ゃ
な
ん
な
い

ど
こ
へ
い
く
の
か
わ
か
ら
な
い
け
ど

さ
く
ら
な
み
き
の
し
た
を
と
お
っ
て

お
お
ど
お
り
を
し
ん
ご
う
で
わ
た
っ
て

い
つ
も
な
が
め
て
い
る
や
ま
を
め
じ
る
し
に

ひ
と
り
で
い
か
な
き
ゃ
な
ん
な
い

ど
う
し
て
な
の
か
し
ら
な
い
け
ど

お
か
あ
さ
ん
ご
め
ん
な
さ
い

お
と
う
さ
ん
に
や
さ
し
く
し
て
あ
げ
て

ぼ
く
す
き
き
ら
い
い
わ
ず
に
な
ん
で
も
た
べ
る

ほ
ん
も
い
ま
よ
り
た
く
さ
ん
よ
む
と
お
も
う

よ
る
に
な
っ
た
ら
ほ
し
を
み
る

ひ
る
は
い
ろ
ん
な
ひ
と
と
は
な
し
を
す
る

そ
し
て
き
っ
と
い
ち
ば
ん
す
て
き
な
も
の
を
み
つ
け
る
」
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こ
の
詩
は
、
子
ど
も
の
親
か
ら
の
精
神
的
な
自
立
の
内
面
の
ド
ラ
マ
を
象
徴
的
な
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
語
っ
た
作
品
で
あ
る
。
病
気
に
よ
る
死
別
・
家
庭
の
不
和
か
ら
の
家
出
と
か
を
描
い
た

作
品
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
詩
集
『
は
だ
か
』
全
体
の
モ
チ
ー
フ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
両
親
と

の
決
別
(
自
立
)
の
時
を
自
覚
し
た
子
ど
も
の
深
層
心
理
(
意
識
と
無
意
識
)
を
、
象
徴
的
な

内
面
的
な
表
現
と
し
て
描
い
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

設
定
さ
れ
て
い
る
語
り
手
「
ぼ
く
」
は
、
小
学
校
ご
了
六
年
位
の
男
の
子
か
と
思
わ
れ
る
。

イ
メ
ー
ジ
の
ま
と
ま
り
は
大
き
く
「
A
状
況
設
定
の
場
面
」
「
B
展
開
(
具
体
化
)
の
場
面
」
「
C

個
性
的
な
認
識
の
場
面
(
論
理
的
な
認
識
と
イ
メ
ー
ジ
)
」
「
A
場
面
の
リ
フ
レ
イ
ン
」
の
四
場

面
か
ら
な
る
。
親
、
特
に
母
親
と
の
密
着
し
た
子
ど
も
時
代
の
あ
る
時
期
、
子
ど
も
の
内
面
で

何
時
か
は
親
か
ら
離
れ
、
一
人
の
独
立
し
た
人
間
と
し
て
人
生
に
立
ち
向
か
わ
な
け
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
意
識
的
・
無
意
識
的
に
自
覚
す
る
。
「
ぼ
く
」
は
何
故
な
の
か
、
ま
た
行
き
先
も
分
か

ら
な
い
の
に
、
何
か
大
き
な
力
の
必
然
に
ひ
か
れ
る
よ
う
に
「
ひ
と
り
で
」
「
す
ぐ
い
か
な
き
ゃ

な
ん
な
い
」
た
め
、
両
親
に
別
れ
の
言
葉
を
語
る
。

「
B
展
開
(
具
体
化
)
の
場
面
」
の
「
ど
こ
へ
い
く
の
か
わ
か
ら
な
い
け
ど
/
さ
く
ら
な
み

き
の
し
た
を
と
お
っ
て
/
お
お
ど
お
り
を
し
ん
ご
う
で
わ
た
っ
て
/
い
つ
も
な
が
め
て
い
る
や

ま
を
め
じ
る
し
に
(
b
1
)
」
と
い
う
表
現
は
、
「
ぼ
く
」
の
知
っ
て
い
る
地
理
(
風
景
)
の
範

囲
(
子
ど
も
の
幼
さ
・
行
動
半
径
の
狭
さ
)
を
具
体
的
に
語
る
と
同
時
に
、
こ
れ
ま
で
の
日
常

的
な
生
活
範
囲
を
超
え
た
世
界
へ
歩
み
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

C
場
面
「
お
か
あ
さ
ん
ご
め
ん
な
さ
い
/
お
と
う
さ
ん
に
や
さ
し
く
し
て
あ
げ
て
(
c
l
)
」

は
母
親
に
対
す
る
語
り
か
け
を
通
し
て
、
密
着
し
た
存
在
で
あ
る
母
親
へ
の
謝
罪
と
と
も
に
父

親
へ
の
い
た
わ
り
を
語
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
特
に
「
お
と
う
さ
ん
に
や
さ
し
く
し
て
あ
げ

て
」
と
い
う
表
現
に
は
、
母
親
と
は
別
な
形
で
生
き
る
厳
し
さ
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
孤
独
な
父

親
の
内
面
を
気
づ
か
う
優
し
さ
が
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
母
と
父
へ
の
配
慮
は
、
語
り
手
「
ぼ

く
」
の
精
神
的
な
自
立
の
厳
し
さ
と
孤
独
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
ぼ
く
す
き
き
ら
い
い
わ
ず
に
な
ん
で
も
た
べ
る
/
ほ
ん
も
い
ま
よ
り
た
く
さ
ん
よ
む
と
お

も
う
/
よ
る
に
な
っ
た
ら
ほ
し
を
み
る
/
ひ
る
は
い
ろ
ん
な
ひ
と
と
は
な
し
を
す
る
(
c
2
)
」

は
、
子
ど
も
ら
し
い
言
い
方
で
食
生
活
の
自
己
管
理
や
生
き
る
た
め
の
知
識
(
本
を
読
む
)
の

獲
得
へ
の
意
欲
、
宇
宙
や
自
然
と
の
対
話
、
人
間
関
係
の
中
で
学
ぶ
こ
と
等
の
決
意
が
語
ら
れ

て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
そ
し
て
き
っ
と
い
ち
ば
ん
す
て
き
な
も
の
を
み
つ
け
る
/
み
つ
け
た
ら

た
い
せ
つ
に
し
て
し
ぬ
ま
で
い
き
る
/
だ
か
ら
と
お
く
に
い
て
も
さ
び
し
く
な
い
よ
(
c
3
)
」

は
、
人
生
に
と
っ
て
の
大
切
な
も
の
(
他
者
・
自
己
の
内
面
・
生
き
甲
斐
等
)
を
見
つ
け
生
を

拿
フ
す
る
決
意
が
語
ら
れ
る
。
「
し
ぬ
ま
で
い
き
る
」
は
言
語
コ
ー
ド
の
ズ
レ
た
言
い
方
だ
が
、

親
よ
り
も
先
に
死
ぬ
こ
と
は
最
大
の
親
不
幸
で
あ
り
両
親
を
悲
し
ま
せ
な
い
決
意
が
語
ら
れ
て

い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
詩
を
、
「
ぼ
く
」
が
病
院
で
の
早
逝
(
病
死
)
を
予
期
し
た

一
種
の
遺
言
等
と
は
読
め
な
い
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。

3
、
「
が
っ
こ
う
」
―
抑
圧
さ
れ
た
深
層
心
理
の
表
現
-

が
っ
こ
う

谷
川
俊
太
郎

が
っ
こ
う
が
も
え
て
い
る

き
ょ
う
し
つ
の
ま
ど
か
ら

ど
す
ぐ
ろ
い
け
む
り
が
ふ
き
だ
し
て
い
る

つ
く
え
が
も
え
て
い
る

こ
く
ば
ん
が
も
え
て
い
る

ぼ
く
の
か
い
た
え
が
も
え
て
い
る

お
ん
が
く
し
つ
の
ぴ
あ
の
が
ば
く
は
つ
し
た

た
い
い
く
か
ん
の
ゆ
か
が
は
ね
あ
が
っ
た

こ
う
て
い
の
て
つ
ぼ
う
が
ぐ
に
ゃ
り
と
ま
が
っ
た

が
っ
こ
う
が
も
え
て
い
る

せ
ん
せ
い
は
だ
れ
も
い
な
い

せ
い
と
は
み
ん
な
ゆ
め
を
み
て
い
る

お
れ
ん
じ
い
ろ
の
ほ
の
お
の
し
た
が

う
れ
し
そ
う
に
が
っ
こ
う
じ
ゅ
う
を
な
め
ま
わ
す

が
っ
こ
う
は
お
お
ご
え
で
さ
け
び
な
が
ら

か
ら
だ
を
よ
じ
り
ゆ
っ
く
り
と
た
お
れ
て
い
く

ひ
の
こ
が
そ
ら
に
ま
い
あ
が
る

く
や
し
い
か

が
っ
こ
う
よ

く
や
し
い
か

七
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こ
の
詩
は
、
学
校
(
校
舎
や
制
度
)
に
対
す
る
子
ど
も
の
深
層
心
理
の
葛
藤
(
抑
圧
さ
れ
た

内
面
・
憎
し
み
)
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
誰
も
い
な
い
夜
中
に
学
校
が
燃
え
る
こ
の
風
景
を

実
景
と
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
語
り
手
の
男
の
子
(
?
)
に
よ
る
放
火
と
も
読
む
こ
と
が
可
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能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
語
り
手
が
も
つ
学
校
と
い
う
制
度
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る

校
舎
と
校
庭
等
学
校
全
体
の
炎
上
・
倒
壊
と
い
う
想
像
(
空
想
)
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学

校
へ
の
嫌
悪
や
怒
り
・
憎
し
み
を
な
ま
な
ま
し
く
語
っ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

語
り
手
の
男
の
子
の
設
定
が
そ
う
で
あ
る
か
は
と
も
か
く
、
あ
る
タ
イ
プ
の
不
登
校
の
児
童

に
と
っ
て
は
学
校
の
校
舎
全
体
が
恐
怖
や
憎
悪
の
対
象
に
な
る
と
言
う
。
登
校
し
よ
う
と
し
て

も
校
門
が
厳
め
し
く
威
圧
し
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
の
空
間
が
歪
み
、
廊
下
や
壁
が
息
が
止
ま
る
ほ
ど

に
呼
吸
を
苦
し
く
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
が
っ
こ
う
が
も
え
て
い
る
」
と
い
う
状
況
設
定
(
A
場
面
)
は
、
「
B
展
開
(
具
体
化
)
の

場
面
」
の
空
間
的
な
ひ
ろ
が
り
の
中
で
具
体
的
に
語
ら
れ
る
。
「
き
ょ
う
し
つ
の
ま
ど
か
ら
/
ど

す
ぐ
ろ
い
け
む
り
が
ふ
き
だ
し
て
い
る
」
火
事
の
様
子
が
ま
ず
外
側
の
視
線
か
ら
語
ら
れ
、
次

第
に
教
室
の
内
部
(
机
・
黒
板
・
僕
の
書
い
た
絵
)
に
入
り
、
音
楽
室
の
ピ
ア
ノ
・
体
育
館
の

床
・
校
庭
の
鉄
棒
と
広
が
っ
て
ゆ
く
。
絵
や
黒
板
等
、
対
象
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
要
素
は
全

て
「
ぼ
く
」
の
屈
折
し
た
体
験
や
思
い
出
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

こ
の
視
線
の
移
動
は
激
し
く
燃
え
広
が
る
炎
の
広
が
り
で
も
あ
る
。
ま
た
、
「
も
え
て
い
る
」
ふ

「
ば
く
は
つ
し
た
(
ピ
ア
ノ
)
」
ふ
「
は
ね
あ
が
っ
た
(
体
育
館
の
床
)
」
~
「
ぐ
に
ゃ
り
と
ま

が
っ
た
(
鉄
棒
)
」
と
い
う
表
現
の
変
化
は
、
火
事
の
広
が
り
と
と
も
に
「
ぼ
く
」
の
学
校
へ
の

残
酷
な
ま
で
の
憎
悪
の
激
し
さ
を
強
調
し
て
い
る
。

C
場
面
は
「
個
性
的
な
認
識
」
が
「
ぼ
く
」
の
語
り
と
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
て
い
る
場
面
で

あ
る
。
「
せ
ん
せ
い
は
だ
れ
も
い
な
い
/
せ
い
と
は
み
ん
な
ゆ
め
を
み
て
い
る
(
c
1
)
」
「
お
れ

ん
じ
い
ろ
の
ほ
の
お
の
し
た
が
/
う
れ
し
そ
う
に
が
っ
こ
う
じ
ゅ
う
を
な
め
ま
わ
す
/
が
っ
こ

う
は
お
お
ご
え
で
さ
け
び
な
が
ら
/
か
ら
だ
を
よ
じ
り
ゆ
っ
く
り
と
た
お
れ
て
い
く
/
ひ
の
こ

が
そ
ら
に
ま
い
あ
が
る
(
c
2
)
」
の
場
面
に
よ
っ
て
、
誰
も
い
な
い
夜
中
の
学
校
を
燃
や
し
消

滅
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
「
ぼ
く
」
の
想
像
(
空
想
・
夢
)

の
激
し
さ
(
憎
し
み
や
怒
り
の
表

現
)
が
語
ら
れ
る
。
オ
レ
ン
ジ
色
の
炎
と
化
し
た
「
ぼ
く
」
の
憎
悪
は
、
嬉
し
そ
う
に
学
校
中

を
な
め
ま
わ
し
、
学
校
は
生
き
物
の
よ
う
に
大
声
で
叫
び
な
が
ら
体
を
よ
じ
り
ゆ
っ
く
り
と
倒

壊
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
末
尾
の
D
場
面
「
く
や
し
い
か

が
っ
こ
う
よ

く
や
し
い
か
」
は
、

学
校
へ
の
復
讐
を
果
た
し
た
満
足
感
の
表
現
で
あ
り
、
「
学
校
」
に
よ
る
抑
圧
や
葛
藤
の
大
き
さ

を
表
し
て
い
る
。
学
校
を
「
壊
す
」
で
は
な
く
「
燃
や
す
」
行
為
(
想
像
)
が
選
ば
れ
て
い
る

の
は
、
燃
や
し
た
方
が
全
て
を
一
度
に
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ

の
選
択
に
も
ま
た
、
「
ぼ
く
」
の
憎
悪
の
深
さ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

八

四
、
「
ゆ
う
ぐ
れ
」
「
ふ
つ
う
の
お
と
こ
」

一
日
常
の
裂
け
目
・
非
日
常
的
な
世
界
-

1
、
「
ゆ
う
ぐ
れ
」
-
孤
独
な
。
生
の
感
覚
”
の
心
象
風
景
・
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
ー

日
常
的
な
風
景
の
中
の
「
死
」
や
「
狂
気
」
「
幻
覚
(
幻
想
)
」
、
夢
や
不
気
味
な
感
覚
等
の
表

現
は
、
私
達
の
意
識
と
無
意
識
の
部
分
(
=
人
間
の
深
層
の
真
実
)
を
鮮
明
な
形
で
描
き
だ
す

一
つ
の
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
日
常
や
現
実
の
中
に
潜
む
「
も
う
一
つ
の
現
実
や
自
己
(
夢
や

幻
覚
等
)
」
は
一
見
す
る
と
倒
錯
し
た
空
想
や
狂
気
の
世
界
の
よ
う
に
見
え
が
ち
だ
が
、
逆
に
こ

う
し
た
異
常
な
設
定
と
時
空
間
の
中
で
こ
そ
私
達
の
隠
さ
れ
た
真
実
(
無
意
識
の
深
層
)
を
語

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
「
ゆ
う
ぐ
れ
」
と
「
ふ
つ
う
の
お
と
こ
」
は
こ
う
し
た
谷
川
の
方
法
意

識
が
よ
く
出
て
い
る
作
品
の
一
例
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
怖
さ
、
不
気
味
さ
は
一
家
全
員
の
「
死
」
と
い
う
残
酷
な
事
件
の
レ
ベ
ル
と
、
家

族
の
死
と
い
う
厳
粛
な
事
実
を
正
常
に
?
受
け
止
め
ら
れ
な
い
語
り
手
の
淡
々
と
し
た
感
受
性

と
い
う
二
重
性
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
″
ゆ
う
ぐ
れ
”
と
い
う
題
は
、
一
家
の
家
族
が
帰
宅

-195-
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し
家
族
団
槃
を
楽
し
む
常
識
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
暗
示
す
る
。
し
か
し
、
冒
頭
の
「
A
状
況
設
定

の
場
面
」
は
、
い
き
な
り
「
ゆ
う
が
た
う
ち
へ
か
え
る
と
/
と
ぐ
ち
で

お
や
し
が
し
ん
で
い

た
」
と
意
外
な
設
定
が
な
さ
れ
る
。
時
間
は
夕
暮
れ
、
場
所
は
家
、
父
が
戸
口
で
死
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
詩
の
語
り
手
は
、
親
父
・
お
ふ
く
ろ
・
兄
貴
等
の
言
い
方
と
語
り
方
か
ら
中
学
後

半
か
ら
高
校
生
前
後
の
年
齢
か
と
推
察
さ
れ
る
。

「
B
展
開
(
具
体
化
)
の
場
面
」
で
は
、
母
と
兄
の
死
が
語
ら
れ
る
。
家
族
全
員
の
死
は
「
い

つ
も
と
か
わ
ら
ぬ
」
様
子
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
「
お
ふ
く
ろ
」
が
死
ん
で
い
る
台
所
で
は

「
ガ
ス
レ
ン
ジ
の
ひ
が

つ
け
っ
ぱ
な
し
」
で
あ
り
、
「
ふ
ろ
ば
で
あ
に
き
」
は
死
ん
で
い
る
。

日
常
生
活
の
あ
る
一
瞬
に
突
然
、
死
が
訪
れ
た
か
の
よ
う
な
死
に
方
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ

ら
ず
、
語
り
手
は
父
の
死
を
「
め
ず
ら
し
い
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
」
と
思
い
死
体
を
「
ま
た
い

で
」
家
の
中
に
入
る
。
母
の
死
と
い
う
事
件
よ
り
も
「
ひ
を
け
し
て

シ
チ
ュ
ー
の
あ
じ
み
を

し
」
、
「
こ
の
ち
ょ
う
し
で
は
/
あ
に
き
も
し
ん
で
い
る
に

ち
が
い
な
い
」
と
兄
の
死
を
想
像

す
る
の
で
あ
る
。

家
族
の
突
然
の
死
と
い
う
事
件
と
語
り
手
の
「
日
常
の
中
の
非
日
常
性
(
残
酷
さ
・
死
/
感

覚
)
」
は
、
C
場
面
で
語
り
手
の
聞
く
外
の
世
界
の
解
釈
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
。
「
と
な
り

の
こ
ど
も
が

う
そ
な
き
を
し
て
い
る
/
そ
ば
や
の
バ
イ
ク
の

ブ
レ
ー
キ
が
き
し
む
」
の
二

行
は
外
の
世
界
の
「
日
常
性
」
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
家
の
中
の
事
件
と
語
り
手
の
内
面
の

「
異
常
性
」
を
際
立
た
せ
る
。
末
尾
の
二
行
「
い
つ
も
と
か
わ
ら
ぬ

ゆ
う
ぐ
れ
で
あ
る
/
あ

し
た
が

な
ん
の
や
く
に
も
た
た
ぬ
よ
う
な
」
は
、
未
来
へ
の
希
望
を
持
て
な
い
語
り
手
の
孤

独
な
乾
い
た
感
受
性
(
生
の
感
覚
)
を
強
烈
に
語
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

C
場
面
の
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
こ
の
詩
は
幻
想
的
な
家
族
の
風
景
を
書
い
た
も
の
と
も

語
り
手
の
家
族
と
自
己
に
つ
い
て
の
精
神
的
な
危
機
と
葛
藤
を
非
現
実
な
表
現
(
空
想
)
と
し

て
語
っ
た
も
の
と
も
読
む
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

2
、
「
ふ
つ
う
の
お
と
こ
」
-
。
普
通
”
で
あ
る
こ
と
の
不
気
味
さ
・
境
界
の
曖
昧
さ
1

日
常
性
の
裂
け
目
の
よ
う
な
瞬
間
を
捉
え
、
言
葉
遊
び
の
作
品
と
し
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
描
い

た
も
の
に
「
ふ
つ
う
の
お
と
こ
」
が
あ
る
。
こ
の
作
品
で
は
、
必
ず
し
も
″
子
ど
も
の
語
り
″

の
作
品
と
は
言
い
が
た
い
が
、
わ
ら
べ
う
た
の
語
り
を
通
し
て
「
日
常
の
裂
け
目
/
非
日
常
的

な
世
界
」
を
語
っ
て
お
り
、
「
ゆ
う
ぐ
れ
」
「
が
っ
こ
う
」
等
、
谷
川
の
一
連
の
作
品
に
つ
な
が

る
も
の
と
し
て
分
析
す
る
。
「
普
通
」
と
い
う
、
ご
く
日
常
的
な
人
間
・
感
覚
・
空
間
や
生
活
の

中
に
潜
む
「
普
通
で
は
な
い
(
異
常
な
)
」
狂
気
の
不
気
味
さ
を
巧
み
に
表
し
て
い
る
と
読
む
こ

と
が
で
き
る
作
品
で
あ
り
、
谷
川
の
言
語
レ
ト
リ
ッ
ク
の
方
法
等
も
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
典
型

的
な
一
編
で
あ
る
。

こ
の
詩
で
は
「
ふ
つ
う
の
お
と
こ
」
の
イ
メ
ー
ジ
(
顔
つ
き
・
身
体
・
服
装
/
A
状
況
と
人

物
設
定
の
場
面
)
が
次
第
に
ズ
レ
て
、
「
ふ
つ
う
」
で
は
な
い
異
常
な
行
為
で
あ
る
殺
人
の
場
面

に
展
開
す
る
過
程
が
描
か
れ
る
。
B
展
開
(
具
体
化
)
場
面
は
、
雨
の
降
る
晩
と
い
う
空
間
と
、

嫉
妬
に
よ
る
涙
の
表
現
が
「
流
す
」
で
は
な
く
「
こ
ぼ
す
」
と
語
ら
れ
る
。
淡
々
と
し
た
言
い

方
だ
が
、
こ
の
方
が
C
場
面
と
の
関
係
か
ら
「
ふ
つ
う
の
お
と
こ
」
の
内
面
を
よ
り
不
気
味
に

暗
示
す
る
。
女
の
首
を
「
ふ
つ
う
に
し
め
た
」
行
為
は
、
ま
さ
に
首
を
絞
め
る
様
子
が
ス
ロ
ー

モ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
眼
に
浮
か
び
臨
場
感
が
あ
る
。
文
脈
か
ら
判
断
す
れ
ば
明
ら
か
に
女
は

殺
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
ふ
つ
う
の
~
」
と
普
通
が
繰
り
返
さ
れ
強
調
さ
れ
る
人
物
・
風
景
・
夜
の
空
間
・
行
為
、

そ
し
て
名
前
の
無
い
「
ふ
つ
う
の
お
と
こ
」
の
存
在
は
「
ふ
つ
う
」
で
は
な
い
行
為
(
嫉
妬
に

よ
る
絞
殺
殺
人
)
に
よ
っ
て
、
そ
の
異
常
さ
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
普
通
で
あ
る
こ

と
と
普
通
で
な
い
行
為
の
ズ
レ
の
間
に
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
私
達
の
生
活
や
意
識
の
中
の
霊
日

通
で
あ
る
”
と
い
う
こ
と
の
不
気
味
さ
や
、
異
常
と
正
常
の
境
界
の
曖
昧
さ
、
人
間
の
真
実
の

姿
の
分
か
り
に
く
さ
等
で
あ
る
。
ひ
ら
が
な
表
記
の
一
見
あ
ど
け
な
い
語
り
の
リ
ズ
ム
が
、
さ

ら
に
こ
う
し
た
効
果
を
高
め
て
い
る
。

お

わ

り

に

本
稿
は
小
中
高
校
で
の
詩
の
言
語
技
術
教
育
論
構
想
の
一
環
と
し
て
、
谷
川
俊
太
郎
詩
の
。
子

九
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ど
も
の
語
り
の
詩
”
を
取
り
上
げ
、
テ
ー
マ
・
構
成
・
言
語
技
術
と
文
体
等
の
面
か
ら
分
析
を

行
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
品
分
析
を
実
践
に
生
か
す
た
め
の
「
基
本
発
問
」
も
用

意
し
て
い
た
が
、
八
編
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
こ
と
等
も
あ
り
、
ス
ペ
ー
ス
の
関
係
か
ら
割
愛

せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
授
業
モ
デ
ル
論
の
考
察
等
に
つ
い
て
は
別
な
機
会
に
行
な
い
た
い
。

新
学
習
指
導
要
領
の
告
示
に
伴
い
、
国
語
科
学
習
の
学
校
教
育
の
中
で
の
役
割
や
位
置
づ
け

の
根
本
的
な
再
検
討
(
改
革
)
が
実
践
レ
ベ
ル
で
求
め
ら
れ
て
い
る
。
文
学
教
材
に
限
定
し
て

も
、
国
語
科
言
語
能
力
の
基
礎
基
本
や
他
教
科
・
日
常
生
活
に
生
き
て
は
た
ら
く
よ
う
な
学
習

方
法
(
学
習
論
・
学
習
技
術
)
の
発
想
か
ら
、
「
文
学
教
材
の
詳
細
な
指
導
」
の
改
善
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
。
詩
教
材
の
学
習
指
導
に
お
い
て
も
、
教
材
研
究
論
・
授
業
方
法
論
・
評
価
論
・

言
語
能
力
の
位
置
づ
け
等
、
従
来
か
ら
の
問
題
点
を
依
然
と
し
て
引
き
ず
っ
て
い
る
の
が
現
状

で
あ
る
。
授
業
時
間
の
削
限
・
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
の
実
践
化
と
の
関
連
か
ら
、
こ
う
し

た
混
乱
は
よ
り
拡
散
し
、
ひ
ろ
が
っ
て
き
て
い
る
面
も
み
ら
れ
る
(
注
6
)
。
本
稿
は
、
こ
う
し

た
課
題
を
実
践
的
に
克
服
す
る
た
め
の
基
礎
的
考
察
で
あ
る
。

一
〇
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