
伊
藤

整
「
街
と
村
」
論

女
性
の
幽
鬼
た
ち
に
つ
い
て

上
　
　
田

正

）一（

伊
藤
整
「
街
と
村
」
は
、
雑
誌
『
文
芸
』
昭
和
十
二
年
八
月
号
に
発
表
さ
れ

た
「
幽
鬼
の
街
」
と
、
翌
士
二
年
、
雑
誌
『
文
学
界
』
八
月
号
に
発
表
さ
れ
た

「
幽
鬼
の
村
」
か
ら
な
る
中
編
小
説
で
あ
る
。
昭
和
十
四
年
五
月
、
第
一
書
房

か
ら
刊
行
さ
れ
た
際
、
「
序
」
を
加
え
て
、
「
第
一
部
・
幽
鬼
の
街
」
「
第
二
部

・
幽
鬼
の
村
」
と
い
う
構
成
と
な
っ
た
。

　
「
幽
鬼
の
街
」
「
幽
鬼
の
村
」
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
当
時
の
評
価
は
、
さ
ほ
ど
高

　
　
　
　
　
○

く
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
「
幽
鬼
の
街
」
を
め
ぐ
っ
て
、
中
条
百
合
子
と
整
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
問
で
論
争
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
昭
和
十
三
年
七
月
、
す
な
わ
ち
「
幽
鬼
の
村
」
発
表
の
前
月
、
『
文
芸
』
に

掲
載
さ
れ
た
整
の
「
自
作
案
内
」
に
は
、
「
幽
鬼
の
街
」
に
、
ほ
ぼ
満
足
し
て

い
る
こ
と
、
現
在
執
筆
中
の
「
幽
鬼
の
村
」
と
一
緒
に
し
て
本
に
す
る
つ
も
り

　
　
　
　
　
伊
藤
　
整
「
街
と
村
」
論

で
あ
り
、
本
で
読
ま
れ
る
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
、
も
う
一
度
く
り
返
す
よ
う
に
、
「
私
の
書
い
た
も
の
で
多
少
「
も
の
」
に

な
っ
て
い
る
唯
一
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
」
と
書
い
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
整
は
、
「
幽
鬼
の
街
」
に
対
す
る
並
々
な
ら
ぬ
自
信
を
持
ち
、

ま
た
、
こ
の
作
品
を
「
幽
鬼
の
村
」
と
一
緒
に
、
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
し
て
読

ま
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
野
謙
は
、
「
幽
鬼
の
街
」
発
表

時
に
、
中
条
百
合
子
と
の
問
で
論
争
が
あ
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
、

　
　
そ
う
い
う
論
争
の
経
過
な
ど
も
あ
っ
て
、
伊
藤
整
と
し
て
は
ア
ト
に
ひ
け

　
な
い
気
持
か
ら
、
「
も
の
」
に
な
っ
て
い
る
唯
一
の
作
品
な
ど
と
、
か
な
り

　
強
気
の
口
吻
を
示
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　

　
と
書
い
て
い
る
が
、
論
争
は
両
者
の
立
脚
点
の
相
違
ば
か
り
が
目
に
っ
き
、

整
が
「
強
気
」
に
出
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
は
思
え
な
い
。
や
は
り
こ
れ
は
、

先
の
「
自
作
案
内
」
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
生
物
祭
」
「
イ
カ
ル
ス
失
墜
」
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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伊
藤
　
整
「
街
と
村
」
論

系
統
の
二
番
書
き
た
が
っ
て
い
る
作
晶
」
が
書
け
た
と
い
う
満
足
感
と
、
詩

か
ら
小
説
へ
と
転
じ
、
短
編
ば
か
り
を
発
表
し
て
き
た
整
が
、
初
め
て
ま
と
ま

っ
た
量
の
小
説
を
書
き
得
た
と
い
う
自
信
か
ら
く
る
も
の
と
受
け
取
る
の
が
妥

当
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
中
、
枚
数
に
関
す
る
言
及
が
、
く
り
返
し

な
さ
れ
て
お
り
、
長
い
も
の
が
書
き
う
る
と
い
う
、
今
後
の
展
望
が
ひ
ら
け
た

安
堵
感
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
後
、
多
く
の
評
論
家
・
研
究
者
に
よ
っ
て
、
こ
の
作
品
は
取
り
上
げ
ら
れ

て
き
た
。
「
整
の
代
表
作
の
一
つ
」
「
伊
藤
整
に
と
っ
て
画
期
的
な
意
味
を
持
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仕
事
」
と
い
っ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
瀬
沼
茂
樹
・
奥
野
健
男
に
よ
る
肯
定
的
な
評
価
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
¢

ま
た
一
方
で
佐
々
木
基
一
・
平
野
謙
に
よ
る
、
や
や
否
定
的
な
見
方
な
ど
様
々

で
あ
る
。

　
従
来
、
こ
の
「
街
と
村
」
は
、
と
も
す
れ
ば
「
第
一
部
・
幽
鬼
の
街
」
の
み

を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
文
学
全
集
な
ど
に
収
め
ら
れ
る
場
合
も
、

「
幽
鬼
の
街
」
だ
け
の
ケ
ー
ス
が
半
数
を
占
め
る
こ
と
は
、
曽
根
博
義
氏
作
成

　
＠

の
表
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一
部
、
第
二
部
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
性
が
あ
る

と
は
い
う
も
の
の
、
整
自
身
の
言
及
に
も
あ
る
よ
う
に
、
一
つ
の
ト
ー
タ
ル
な

作
品
と
し
て
検
討
す
る
必
要
性
を
感
じ
る
。

　
近
年
こ
の
よ
う
な
方
向
か
ら
、
す
な
わ
ち
作
品
「
街
と
村
」
を
対
象
と
し
て

な
さ
れ
た
研
究
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
も
作
品
中
、
一
見
ア
ト
ニ
フ
ン
ダ

ム
に
登
場
す
る
幽
鬼
た
ち
が
、
実
は
第
二
部
の
結
末
に
至
る
ま
で
、
た
く
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

構
成
が
計
算
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る

と
考
え
ら
れ
る
、
作
品
を
貫
く
タ
テ
軸
と
し
て
の
女
性
た
ち
に
っ
い
て
、
以
下
、

論
考
を
加
え
た
い
。

）
一
一

（

　
作
品
は
東
京
で
生
活
し
て
い
る
私
・
鵜
藤
つ
と
む
が
、
久
し
振
り
に
郷
里
・

北
海
道
に
帰
省
し
、
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
町
・
小
樽
を
訪
れ
、
次
い
で
故
郷

の
村
に
帰
る
と
い
う
筋
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
第
二
部
中
に
「
昨
日
色
内
停
車

場
の
－
」
と
、
小
樽
で
の
出
来
事
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
村
に
帰
っ
た

の
は
街
を
訪
れ
た
翌
日
、
つ
ま
り
時
問
的
に
み
る
と
、
二
日
問
の
出
来
事
を
記

し
た
小
説
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
二
日
問
に
、
こ
れ
ら
の
土
地
で
過
去
に

関
わ
り
を
持
っ
た
人
々
が
、
主
人
公
に
次
々
と
幽
鬼
と
な
っ
て
襲
い
か
か
っ
て

く
る
。

　
最
初
に
現
れ
る
幽
鬼
は
久
枝
で
あ
る
。
こ
の
久
枝
の
登
場
に
対
し
て
、
私
は

「
当
惑
」
か
ら
「
に
や
に
や
と
し
て
立
っ
て
い
」
る
だ
け
な
の
で
あ
る
が
、
ホ

テ
ル
内
へ
と
誘
わ
れ
る
と
、
「
宿
命
的
な
も
の
が
、
ホ
テ
ル
の
暗
い
廊
下
の
奥

か
ら
私
た
ち
に
糸
を
か
け
て
引
っ
ぱ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
」
と
感
じ
、

久
枝
の
な
す
が
ま
ま
と
な
っ
て
ゆ
く
。
久
枝
は
二
人
の
思
い
出
の
部
屋
な
ど
を

私
に
示
し
始
め
、
次
に
白
い
洗
面
器
を
持
ち
上
げ
て
次
の
よ
う
に
言
う
の
で
あ

る
。



　
　
　
　
こ
れ
で
す
よ
。
あ
な
た
覚
え
て
い
る
で
し
ょ
う
。
忘
れ
よ
う
た
っ
て

　
忘
れ
ら
れ
る
訳
が
な
い
わ
よ
。

こ
の
よ
う
に
言
う
久
枝
は
、
「
き
っ
と
歯
を
噛
み
し
め
、
眉
の
問
に
竪
に
駿
を

よ
せ
て
、
発
作
で
も
起
し
か
ね
な
い
凄
じ
い
顔
に
な
っ
て
私
に
つ
め
寄
っ
」
て

く
る
。
幽
鬼
と
し
て
の
本
領
を
発
揮
し
だ
す
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
鵜

藤
は
次
の
よ
う
に
反
応
し
て
い
る
。

　
　
だ
が
私
に
は
解
ら
な
い
の
だ
。
一
体
こ
の
傷
ん
だ
洗
面
器
が
私
と
彼
女
に

　
何
の
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
私
に
は
解
ら
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
ど
こ
や

　
ら
心
の
隅
で
何
か
が
思
い
出
さ
れ
そ
う
で
あ
っ
た
。

こ
の
部
分
に
は
興
味
深
い
点
が
見
う
け
ら
れ
る
。
久
枝
の
も
の
言
い
に
比
べ
て
、

鵜
藤
に
「
洗
面
器
」
の
意
味
が
解
ら
な
い
の
は
、
い
か
に
も
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
は
自
ら
の
過
去
に
対
し
て
、
不
都
合
な
こ
と
は
思
い
出
し
た
く
な
い
と

す
る
、
主
人
公
・
鵜
藤
の
自
己
防
御
が
強
く
働
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
私
」

は
以
下
登
場
す
る
他
の
女
性
た
ち
に
対
し
て
も
、
相
手
の
名
前
が
思
い
出
せ
な

か
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
「
怖
ろ
し
い
」
と
繰
り
返
し
強
く
感
じ
る
「
私
」
の
、

こ
れ
ら
女
性
の
幽
鬼
に
対
し
て
の
み
見
ら
れ
る
反
応
が
、
こ
の
作
品
中
に
占
め

る
女
性
た
ち
の
位
置
の
重
要
さ
を
物
語
っ
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
久
枝
の
ニ
カ
月
に
わ
た
る
入
院
中
、
そ
の
原
因
が
「
私
」
に
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
「
私
」
は
一
度
も
見
舞
い
に
行
一
」
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
「
私
」
は
そ
の

理
由
を
「
罪
の
怖
ろ
し
さ
」
と
「
耐
え
ら
れ
な
い
差
恥
の
た
め
」
だ
と
言
う
が
、

　
　
　
　
　
伊
藤
　
整
「
街
と
村
」
論

そ
の
一
方
で
「
外
の
女
を
追
い
ま
わ
し
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

　
鵜
藤
に
人
一
倍
養
恥
心
が
強
い
と
い
う
性
情
が
あ
る
の
は
、
作
品
を
通
読
し

て
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
女
性
に
対
す
る
身
勝
手
さ
の
大
き
な
要
因

で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
久
枝
以
外
も
、
性
的
な
関
係
を
持
っ
た
女
性
を
次
々

に
捨
て
た
と
さ
れ
る
「
私
」
が
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
理
由
は
、
作
晶
中

で
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
次
に
登
場
す
る
女
に
は
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
場
所
は
色
内
停
車
場

下
の
汚
れ
た
共
同
便
所
で
あ
る
。
こ
の
女
も
ま
た
、
鵜
藤
と
の
間
に
子
供
が
出

来
た
こ
と
、
そ
の
子
供
を
こ
の
場
所
で
遺
棄
し
、
そ
の
秘
密
を
持
っ
た
ま
ま
死

ん
だ
と
「
私
」
に
腹
れ
た
声
で
告
げ
る
の
で
あ
る
。

　
　
あ
な
た
の
せ
い
で
す
よ
。
あ
な
た
は
そ
う
し
て
、
お
若
く
、
た
の
し
そ
う

　
に
生
き
て
い
る
。
小
説
家
だ
っ
て
、
ま
あ
ね
え
。
私
の
こ
と
を
あ
な
た
は
心

　
の
中
で
始
末
で
き
な
い
で
い
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　
無
限
地
獄
で
、
死
ん
だ
児
と
逢
う
と
い
う
こ
の
女
は
、
「
私
」
に
も
、
こ
の

地
獄
へ
早
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
と
誘
う
。
「
私
」
は
無
我
夢
中
で
逃
げ
出
す
だ
け

で
、
結
局
こ
の
女
が
誰
か
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。
「
私
」
と
の
間

に
子
供
ま
で
持
っ
た
女
性
を
、
「
昔
の
女
た
ち
の
一
人
に
ち
が
い
な
い
。
」
と
し

な
が
ら
も
、
こ
の
よ
う
に
「
思
い
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
」
の
は
、
鵜
藤
の

女
性
関
係
が
複
雑
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
前
述
の
よ
う
に
気
が
か
り
な
存

在
で
あ
る
ゆ
え
に
、
思
い
出
し
た
く
な
い
と
す
る
心
理
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
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伊
藤
整
「
街
と
村
」
論

あ
ろ
う
。
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
こ
の
女
は
第
二
部
に
お
い
て
大
き
く
変

貌
を
と
げ
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
再
度
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

第
一
部
の
場
面
で
は
、
第
二
部
で
多
く
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
地
獄
と
、
「
お

母
ち
ゃ
ん
」
と
い
う
言
葉
に
、
こ
れ
も
第
二
部
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
母
と
子

の
問
題
が
伏
線
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
二
人
が
「
私
」
と
性
的
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
続
い
て

登
場
す
る
ゆ
り
子
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
ゆ
り
子
は
「
私
」
と
本
当
の
生
活

を
す
る
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
と
考
え
て
い
る
女
性
で
あ
り
、
「
私
」
に
愛
さ

れ
て
い
た
と
確
信
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
「
私
」
は
、
ゆ
り
子
に
当
て
つ
け

る
よ
う
に
別
の
女
性
、
栄
子
と
仲
良
く
な
る
。
そ
し
て
「
私
」
は
、
そ
の
後
も

繰
り
返
し
て
い
た
「
好
き
で
も
な
い
女
た
ち
」
と
の
恋
愛
を
「
堕
落
」
だ
と
し

て
、
ゆ
り
子
か
ら
貢
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ゆ
り
子
に
は
、
第
二
部
に
登
場
す
る
チ
ャ
子
と
の
類
縁
性
が
見
ら
れ
る
。

チ
ャ
子
も
ま
た
「
私
」
を
愛
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
性
的
関
係
を
持
た
ず
、

他
の
女
性
と
「
私
」
と
の
関
係
を
知
り
、
「
身
係
い
の
よ
う
な
怖
ろ
し
い
と
い

う
感
じ
」
を
持
ち
、
「
拭
い
よ
う
も
な
い
泥
を
塗
ら
れ
た
よ
う
な
思
い
」
で

「
私
」
を
嫌
悪
し
て
去
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
作
品
に
は
、
以
上
の
よ
う
に
相
反
す
る
二
っ
の
タ
イ
プ
の
女
性
が
見
う

け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
伊
藤
整
の
作
品
に
は
、
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
り
、
す
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

　
同
時
に
複
数
の
女
性
と
、
そ
れ
も
相
反
す
る
女
性
と
の
関
わ
り
を
持
つ
こ
と

で
、
結
果
的
に
そ
の
両
者
を
失
っ
て
し
ま
う
と
い
う
関
係
の
あ
り
方
は
、
こ
の

作
品
に
お
い
て
直
接
的
に
は
、
ゆ
り
子
と
栄
子
、
ま
た
、
チ
ャ
子
と
「
蟹
工
場

帰
り
の
は
し
た
な
い
女
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
見
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
主
人
公
・
鵜
藤
が
、
久
枝
や
「
色
内
停
車
場
の
女
」
を
捨
て
た
と
さ

れ
る
理
由
も
、
彼
女
ら
と
の
性
的
関
係
の
後
、
生
じ
た
わ
ず
ら
わ
し
さ
や
罪
意

識
と
い
っ
た
も
の
と
と
も
に
、
作
品
に
は
直
接
現
わ
れ
て
い
な
い
、
同
時
に
付

き
合
っ
て
い
た
女
性
の
存
在
ゆ
え
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
久
枝
の
恋
人
・
ウ
ラ
ジ
ミ
ル
か

ら
「
私
」
が
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
　
あ
な
た
の
書
い
た
詩
の
讃
美
者
だ
っ
た
少
女
が
大
勢
い
ま
し
た
。
多
分
こ

　
の
久
枝
さ
ん
も
そ
の
一
人
で
し
た
ね
。

主
人
公
．
鵜
藤
の
現
在
の
職
業
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
が
、
「
色

内
停
車
場
の
女
」
や
、
第
二
部
に
登
場
す
る
洋
子
も
、
「
私
」
が
詩
人
で
あ
り
、

現
在
も
「
小
説
家
」
「
著
述
業
」
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
と
さ
ら
に
指
摘
し
て
い

る
。　

こ
こ
に
は
「
私
」
が
当
時
創
乍
し
て
い
た
詩
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
多
く
の

女
性
た
ち
と
知
り
合
っ
た
事
実
が
う
か
が
え
る
。
女
性
た
ち
は
、
そ
の
詩
作
品

か
ら
詩
人
と
し
て
の
「
私
」
を
想
像
し
、
付
き
合
い
始
め
る
の
で
あ
ろ
う
が
、

想
像
通
り
と
い
う
訳
に
は
い
く
ま
い
。
「
私
」
も
ま
た
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
書



い
た
詩
人
と
し
て
の
自
分
を
演
じ
、
本
来
の
自
分
の
姿
と
の
ギ
ャ
ツ
プ
に
い
ら

立
ち
を
感
じ
て
、
自
己
嫌
悪
に
陥
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
か
ら
投
げ

や
り
な
行
動
が
生
ま
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
私
」
が
詩
を
書
く
こ
と

に
よ
っ
て
生
じ
た
女
性
と
の
関
係
に
、
自
己
の
詩
作
品
を
大
切
に
思
え
ば
思
う

程
、
罪
の
意
識
を
抱
い
て
も
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
生
ぜ
し
め
た
詩
人
と
し
て
の
自
分
、
文

学
者
と
し
て
の
自
分
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
私
」
は
こ
れ
ら
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
、
過
去
か
ら
現
在

に
い
た
る
ま
で
の
詩
人
、
小
説
家
と
し
て
の
存
在
を
も
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

様
々
な
幽
鬼
に
襲
わ
れ
続
け
た
「
私
」
は
、
第
一
部
終
わ
り
近
く
で
、
次
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
私
は
胸
が
ふ
さ
ぎ
、
面
は
蒼
ざ
め
、
散
っ
て
ゆ
く
落
葉
の
よ
う
に
自
分
が

　
空
し
く
思
わ
れ
た
。
君
い
ま
此
処
に
た
だ
歎
く
、
語
れ
や
君
、
そ
も
若
き
お

　
り
何
を
か
な
せ
し
、
と
い
う
禿
頭
の
ヴ
ェ
ル
レ
ェ
ヌ
の
歎
き
が
胸
の
奥
ま
で

　
苦
く
苦
く
湊
み
と
お
っ
た
。
暗
い
穴
の
上
で
揺
す
る
揺
藍
の
よ
う
な
や
さ
し

　
い
手
を
私
は
さ
ぐ
り
も
と
め
た
。
あ
あ
、
そ
の
優
し
い
手
は
何
処
に
あ
る
の

　
　
　
　
マ
マ

　
だ
ろ
う
、
私
を
い
た
わ
り
、
慰
め
、
心
の
疵
を
さ
す
っ
て
く
れ
る
手
は
、
何

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
処
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
古
い
友
、
新
ら
し
い
友
の
冷
酷
を
言
葉
の
矢
か
ら
私

　
を
護
っ
て
く
れ
る
人
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
伊
藤
　
整
「
街
と
村
」
論

　
東
京
で
生
活
し
て
い
る
鵜
藤
は
、
学
生
時
代
を
過
ご
し
た
町
．
小
樽
へ
帰
っ

て
こ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
彼
が
過
去
を
振
り
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ほ
ど
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
現
在
を
か
か
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
私
」

の
、
過
去
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
り
現
在
の
自
己
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
試
み

も
、
こ
の
ヴ
ェ
ル
レ
ェ
ヌ
の
歎
き
の
よ
う
に
、
過
去
の
悔
恨
ば
か
り
に
終
始
し
、

現
状
の
打
開
に
は
程
遠
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
ん
な
鵜
藤
は
自
分
を
「
い

た
わ
り
、
慰
め
、
心
の
疵
を
さ
す
っ
て
く
れ
る
」
も
の
を
切
実
に
求
め
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
曽
根
博
義
氏
は
、
主
人
公
・
鵜
藤
の
た
ど
る
コ
ー
ス
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
、

そ
の
コ
ー
ス
が
小
樽
市
街
の
外
縁
か
ら
、
ほ
ぽ
渦
巻
状
に
内
縁
に
向
か
い
、
中

心
部
に
行
き
っ
く
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
道
順
が
、

　
　
い
わ
ば
母
胎
と
し
て
の
街
の
な
か
に
溺
れ
込
ん
で
安
ら
ぎ
た
い
と
い
う

　
「
私
」
の
心
の
奥
深
く
に
あ
る
願
望
を
象
徴
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
＠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
本
文
中
に
見
ら
れ
る
「
手
」
は
、
氏
の
指
摘
通
り

主
人
公
・
鵜
藤
に
と
っ
て
母
性
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

「
私
」
は
「
鼻
の
お
銀
」
に
導
か
れ
、
歓
楽
境
へ
と
入
り
、
そ
こ
で
幼
な
じ
み

の
ヨ
シ
子
と
出
会
う
。
そ
こ
で
の
二
人
の
会
話
は
方
言
と
な
り
、
村
の
話
題
が

と
り
あ
げ
ら
れ
、
「
私
」
を
第
二
部
の
舞
台
で
あ
る
「
村
」
へ
と
い
ざ
な
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
方
言
を
話
し
始
め
た
「
私
」
は
、
精
神
的
に
も
、
よ

り
故
郷
へ
と
近
、
づ
い
て
い
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



　
　
　
　
　
伊
藤
　
整
「
街
と
村
」
論

　
「
第
二
部
・
幽
鬼
の
村
」
は
、
こ
れ
ら
女
性
の
幽
鬼
た
ち
に
追
わ
れ
、
ま
た

誘
わ
れ
な
が
ら
、
「
私
」
が
自
分
自
身
を
「
い
た
わ
り
、
慰
め
」
て
く
れ
る
、

母
な
る
も
の
を
求
め
て
の
村
行
き
で
あ
る
こ
と
を
、
第
一
部
結
末
は
示
し
て
い

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

）
一
二

（

　
村
を
舞
台
と
す
る
第
二
部
に
お
い
て
、
「
私
」
の
、
よ
り
幼
少
時
の
出
来
事

が
描
か
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
女
性
た
ち
と
の
関
係
も
ま
た
同
様

で
あ
り
、
「
私
」
は
前
述
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
女
性
関
係
を
遡
行
し
て
い
こ
う

と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
あ
れ
が
、
君
の
美
し
い
と
思
っ
た
初
め
て
の
女
か
？
　
な
に
、
も
う

　
三
年
も
前
か
ら
あ
の
子
の
こ
と
を
思
っ
て
る
っ
て
？
　
あ
き
れ
た
ね
」
／

　
　
　
普
通
だ
ろ
う
」
と
私
は
赤
い
顔
を
し
た
。

　
「
私
」
が
女
性
と
い
う
も
の
を
最
初
に
意
識
し
た
の
が
、
こ
の
「
五
年
生
ぐ

ら
い
の
少
女
」
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
少
女
が
精
神
的
思
慕
を
抱
い
た
女
性
の
原
型
と
し
て
存
在
す
る
の
に
対

し
て
、
げ
ん
さ
ん
は
肉
体
的
な
関
係
を
初
め
て
経
験
し
た
相
手
で
あ
る
。

　
「
私
」
に
呼
び
と
め
ら
れ
た
げ
ん
さ
ん
は
、
「
立
ち
ど
ま
っ
て
に
こ
に
こ
笑
」

　
　
　
　
　
　
マ
マ

う
が
、
「
私
を
誰
と
見
当
っ
か
な
い
」
で
い
る
。
「
苛
々
し
て
」
「
忘
れ
た
か
ね
・

僕
だ
よ
」
と
言
う
「
私
」
に
対
し
て
げ
ん
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六

　
　
忘
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
。
お
顔
は
よ
く
存
じ
て
る
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
で
す
け
ど
、
い
っ
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
？
」
。
彼
女
は
相
か
わ
ら
ず
に
こ

　
に
こ
し
て
い
た
が
、
当
惑
の
色
を
浮
か
べ
た
。

　
こ
こ
に
は
奇
妙
な
転
倒
が
見
ら
れ
る
。
第
一
部
冒
頭
に
お
け
る
「
私
」
と
久

枝
の
出
会
い
と
の
転
倒
で
あ
る
。
久
枝
と
会
っ
て
当
惑
し
、
思
い
出
せ
な
い
こ

と
が
あ
っ
た
の
は
「
私
」
の
方
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
「
私
」
に
激
し
い
怒
り
を

ぶ
っ
け
た
の
が
久
枝
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
腹
を
立
て
、
ど
な
る
の
は
他
な
ら

ぬ
「
私
」
な
の
で
あ
る
。
過
去
の
行
状
を
幽
鬼
た
ち
に
告
発
さ
れ
続
け
て
き
た

主
人
公
・
鵜
藤
が
、
告
発
す
る
側
の
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
こ
の
魔
物
め
！
Ｌ
と
私
は
大
き
な
声
で
吸
鳴
っ
た
。
長
い
あ
い
だ
彼

　
女
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
憎
悪
が
、
一
遍
に
遊
っ
て
出
る
よ
う
だ
っ
た
。
．

　
「
た
っ
た
十
五
の
少
年
が
何
を
知
っ
て
い
る
と
思
う
の
か
？
　
こ
の
化
け
物

　
め
。
俺
は
貴
様
の
た
め
に
悪
い
性
分
を
植
え
つ
け
ら
れ
て
、
こ
の
二
十
年
間

　
も
の
問
、
自
分
で
も
苦
し
み
、
罪
の
な
い
女
ど
も
を
泣
か
せ
る
よ
う
な
羽
目

　
に
な
っ
た
。
こ
の
魔
女
め
！
」

こ
う
言
っ
て
殴
り
か
か
る
「
私
」
に
対
し
て
、
こ
の
女
は
、

　
　
さ
あ
、
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
私
、
そ
ん
な
悪
い
女
で
し
ょ
う
か
。
で
も
こ

　
の
後
家
の
お
げ
ん
は
こ
こ
で
は
こ
の
二
十
年
あ
ま
り
、
こ
の
村
で
無
く
て
は

　
な
ら
な
い
人
問
だ
っ
た
の
で
す
よ
」

と
返
答
し
て
い
る
。
そ
し
て
多
く
の
村
人
が
げ
ん
さ
ん
の
味
方
を
し
、
「
私
」



は
逆
に
村
人
か
ら
と
り
巻
か
れ
、
殴
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
告
発
す
る
「
私
」
は
、
結
局
相
手
に
そ
の
非
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な

い
。
責
め
ら
れ
る
側
が
そ
の
非
を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
、
第
一
部
の
「
私
」

と
第
二
部
の
げ
ん
さ
ん
は
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
げ
ん
さ
ん
は
村
の
論

理
に
よ
っ
て
自
己
の
行
動
を
正
当
化
で
き
る
の
に
対
し
、
鵜
藤
に
は
そ
の
よ
う

な
も
の
が
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
村
特
有
の
モ
ラ
ル
か
ら

は
ず
れ
た
人
問
と
し
て
「
こ
の
村
の
者
」
だ
と
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
加
害
者
で
も
あ
る
が
被
害
者
で
も
あ
る
と
い
う
位
置
を
与
え
ら
れ
ず
、

生
ま
れ
故
郷
の
村
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
状
況
に
追
い
こ
ま
れ
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
に
自
己
の
内
に
あ
る
女
性
の
原
点
に
立
ち
戻
っ
た
「
私
」
は
、
村

人
に
殴
ら
れ
た
後
、
「
何
だ
か
す
っ
か
り
変
っ
た
人
問
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が

し
」
「
ひ
ど
く
空
腹
を
覚
え
」
て
、
瓜
姫
の
も
と
へ
と
行
く
。
こ
こ
で
の
食
欲

は
異
様
な
程
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
理
性
を
持
た
ず
、
食
欲
と
い
う
本
能
に
動
か

さ
れ
て
い
く
、
す
な
わ
ち
幼
児
期
に
退
行
し
て
い
く
「
私
」
の
有
様
を
あ
ら
わ

に
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
私
」
は
天
の
邪
鬼
と
な
っ
て
瓜
姫
を

殺
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
女
性
た
ち
に
様
々
な
負
い
目
を
負
い
続
け
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
責
め
ら
れ
て

き
た
「
私
」
が
、
そ
れ
ら
の
女
性
に
し
た
こ
と
と
比
較
に
な
ら
な
い
罪
を
犯
し

た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
伊
藤
　
整
「
街
と
村
」
論

　
し
か
し
、
こ
の
鵜
藤
の
罪
の
極
み
と
も
云
う
べ
き
「
殺
人
」
と
い
う
行
為
は
、

母
に
よ
っ
て
全
て
打
ち
消
さ
れ
、
赦
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
　
　
　
い
や
、
お
前
で
な
い
よ
。
そ
れ
は
私
が
話
し
て
や
っ
た
昔
だ
。
お
前

　
は
何
あ
も
悪
い
ご
と
し
た
ん
で
な
い
よ
」
一
中
略
）
／
そ
れ
は
母
の
声
で
あ

　
っ
た
。
そ
れ
は
天
の
方
か
ら
お
り
て
来
て
、
波
の
よ
う
に
、
音
楽
の
よ
う
に

　
あ
た
り
に
満
ち
ひ
ろ
が
っ
た
。
そ
れ
は
母
の
声
で
あ
っ
た
。

　
第
一
部
に
お
い
て
「
私
」
が
捜
し
求
め
て
い
た
「
優
し
い
手
」
と
の
出
会
い

が
、
こ
こ
で
つ
い
に
現
実
の
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
久
枝
や
「
色
内
停
車

場
の
女
」
に
赤
ん
坊
が
い
た
こ
と
、
ま
た
、
「
ね
ん
ね
こ
に
子
供
を
背
負
い
、

お
河
童
に
し
た
五
っ
ぐ
ら
い
の
女
の
子
の
手
を
ひ
い
た
女
」
な
ど
の
存
在
は
、

「
私
」
と
の
性
的
関
係
を
強
調
す
る
た
め
と
し
て
は
不
自
然
な
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
状
況
設
定
に
は
、
母
と
子
の
絆
と
い
う
も
の
に
目
を
向
け
さ
せ
よ
う

と
す
る
作
者
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
「
私
」
が
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
故
郷
の
村
に
い
る
母
の
も
と
で
あ
っ
た
。

父
親
が
「
私
」
に
「
こ
の
村
の
往
還
を
う
ろ
つ
く
こ
と
は
や
め
て
、
早
く
戻
っ

て
ゆ
け
。
大
た
わ
け
奴
が
！
」
と
叱
る
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
母
親
は
全

て
を
赦
し
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
か
ら
「
私
」
を
守
り
、
受
け
入
れ
て
く
れ
る
唯
一

無
二
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

　
佐
藤
和
正
氏
は
曽
根
氏
に
よ
る
母
胎
回
帰
の
指
摘
を
受
け
て
、

　
　
鵜
藤
は
母
の
胎
内
へ
と
包
ま
れ
て
、
は
じ
め
て
外
界
を
無
化
す
る
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七



伊
藤
　
整
「
街
と
村
」
論

　
出
来
た
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
母
と
の
避
遁
後
、
作
品
に
土
着
宗
教
的
な
雰
囲
気

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
急
速
に
強
ま
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
二
部
に
は
、
そ
の
冒
頭
近
く
か
ら
、
第
一
部
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
宗
教

性
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
お
捨
小
母
さ
ん
と
チ
ャ
子
の
持
っ
て
い
る
キ
リ
ス

ト
教
信
仰
で
あ
る
。
お
捨
小
母
さ
ん
は
、
い
つ
も
同
じ
箇
所
で
聖
書
を
読
み
止

め
、
「
私
」
は
「
そ
の
先
を
一
度
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
」
の
で
あ
る
が
、
こ

の
箇
所
は
ル
カ
伝
八
章
二
七
節
以
下
の
部
分
で
、
そ
の
後
半
部
だ
け
が
話
さ
れ

ず
、
中
途
で
終
わ
る
と
い
う
の
は
極
め
て
不
可
解
な
こ
と
で
あ
る
。

　
悪
霊
に
つ
か
れ
て
い
る
男
が
、
イ
ェ
ス
に
よ
り
悪
霊
か
ら
救
わ
れ
る
と
い
う
、

そ
の
後
半
部
分
を
聞
か
せ
て
も
ら
え
な
い
鵜
藤
は
、
幽
鬼
た
ち
の
追
求
す
る
、

自
己
の
犯
し
た
罪
か
ら
救
わ
れ
た
い
と
切
実
に
願
い
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
聖
書

中
の
男
の
よ
う
に
救
わ
れ
は
し
な
い
。
っ
ま
り
、
お
捨
小
母
さ
ん
が
聖
書
を
途

中
で
読
み
止
め
る
の
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
「
私
」
が
い
く
ら
望
ん
だ
と
し

て
も
、
救
い
の
手
が
差
し
の
べ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
母
と
避
遁
後
の
「
私
」
は
、
こ
の
時
と
異
な
り
、
再
度
登

場
す
る
「
色
内
停
車
場
の
女
」
に
よ
っ
て
、
救
い
へ
と
導
か
れ
て
い
く
。

　
　
　
　
あ
ら
、
ま
あ
、
こ
ん
な
処
で
何
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
９
　
蒼
い
顔

　
し
て
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
あ
な
た
ど
う
か
な
す
っ
た
ん
で
す
か
？
Ｌ
／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
八

　
私
は
そ
の
声
に
聞
き
覚
え
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
顔
を
あ
げ
た
。
白
く

　
美
し
い
と
と
の
っ
た
目
鼻
立
ち
だ
が
、
何
処
の
誰
と
も
思
い
出
せ
な
か
っ
た
。

　
傘
の
内
側
の
骨
が
顔
を
中
心
に
八
方
に
円
く
拡
が
っ
て
い
て
、
逆
光
に
浮
い

　
て
い
る
の
で
、
光
背
を
負
っ
た
仏
の
顔
の
よ
う
に
見
え
た
。
し
か
し
そ
の
声

　
は
、
あ
あ
、
私
は
ふ
と
思
い
出
し
た
。
昨
日
色
内
停
車
場
の
下
の
共
同
便
所

　
の
中
か
ら
、
怖
ろ
し
い
言
葉
を
喚
い
て
い
た
、
あ
の
何
者
と
も
姿
の
見
え
な

　
か
っ
た
女
の
声
に
そ
っ
く
り
で
は
な
い
か
。

　
巡
礼
姿
で
現
れ
る
こ
の
女
は
、
第
一
部
で
「
私
」
を
あ
れ
程
ま
で
怖
れ
さ
せ

た
女
と
は
思
え
な
い
、
ま
る
で
菩
薩
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
存
在
へ
と
変
化
し
て

い
る
。
遺
棄
し
た
子
と
の
因
縁
か
ら
、
仏
の
慈
悲
に
よ
っ
て
血
の
池
地
獄
か
ら

救
わ
れ
た
と
い
う
こ
の
女
は
、
「
私
」
に
も
念
仏
を
と
な
え
る
よ
う
に
勧
め
る

の
で
あ
る
。
「
私
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
か
た
く
な
な
「
私
」
か
ら
は
考
え
ら
れ

な
い
ほ
ど
素
直
に
「
　
　
や
っ
て
み
よ
う
。
僕
も
や
っ
て
み
よ
う
。
」
と
答
え

て
い
る
。

　
し
か
し
、
「
私
」
は
、
す
ぐ
に
救
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
女
の
導
き

で
得
能
和
尚
の
説
教
を
聞
く
「
私
」
の
前
に
展
開
さ
れ
る
の
は
、
長
々
と
続
く

地
獄
の
話
で
あ
る
。
母
親
の
元
に
帰
り
、
全
て
を
赦
さ
れ
た
は
ず
の
「
私
」
は
、

何
故
そ
こ
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
せ
ず
、
「
色
内
停
車
場
の
女
」
の
導
き
で
、
残

酷
な
地
獄
の
話
を
聞
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
死
ん
で
火
葬
場

に
運
ば
れ
、
焦
熱
地
獄
に
苦
し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。



　
「
私
」
は
自
ら
の
意
志
で
苛
酷
な
罰
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
多
く

の
幽
鬼
に
追
い
回
さ
れ
て
き
た
「
私
」
は
、
母
の
元
に
帰
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ひ
と
ま
ず
激
し
い
罪
の
追
求
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
よ
う
な
場
所

を
得
た
「
私
」
は
、
そ
こ
に
安
住
す
る
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
母
親
の
元
を
離

れ
て
の
裁
き
を
求
め
て
い
る
、
明
確
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
。
母
親
の
懐
の
中
と
い
う
、
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
ま
た
自
ら

意
志
を
持
つ
必
要
も
な
く
、
全
て
を
母
親
に
委
ね
て
お
け
ば
良
い
場
所
を
離
れ

て
、
積
極
的
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
を
精
算
し
、
新
た
な
生
を
生

き
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
母
胎
回
帰
は
、
そ
の
再
生
の
た
め
に

必
要
な
行
為
で
あ
っ
た
。

　
「
私
」
に
は
女
性
依
存
、
他
者
に
対
す
る
甘
え
が
多
分
に
感
じ
ら
れ
た
。
換

言
す
る
と
、
幼
児
性
を
色
濃
く
残
し
た
男
性
と
し
て
形
象
化
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
「
私
」
と
肉
体
関
係
に
あ
っ
た
女
性
た
ち
に
対
し
て
も
、
女

性
を
征
服
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
母
親
の
胸
に
抱
か
れ
る
と
い
っ
た
関

係
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
私
」
は
、
こ
の
よ
う
な
生
き
方
と
の
訣
別
を
も
志
向
し
、
再
生
の
意
志
を

明
確
な
も
の
と
し
て
、
母
性
か
ら
自
立
し
て
ゆ
く
。

　
　
　
　
怖
し
い
？
　
な
る
ほ
ど
そ
う
だ
」
と
私
の
心
が
応
え
た
。
だ
が
怖
し

　
さ
は
、
も
う
悲
鳴
を
あ
げ
た
り
、
駆
け
出
そ
う
と
し
た
り
す
る
よ
う
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
で
は
な
か
っ
た
。
自
分
の
考
も
及
ば
な
い
よ
う
な
巨
大
な
運
命
の
掌
の
な
か

　
　
　
　
　
伊
藤
　
整
「
街
と
村
」
論

　
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
も
う
何
が
始
ま
っ
て
も
防
ぎ
よ
う
が
な
い
、
や
っ
て

　
来
る
意
志
の
ま
ま
だ
、
と
い
う
気
持
で
あ
る
。
自
分
が
小
鳥
の
よ
う
に
頼
り

　
な
い
も
の
に
思
わ
れ
た
。
ま
た
自
分
の
中
に
あ
っ
た
昔
の
人
間
の
心
は
、
た

　
だ
そ
の
反
映
の
よ
う
な
殴
羽
り
だ
け
を
残
し
て
無
く
な
っ
た
よ
う
な
気
持
で
あ

　
っ
た
。

地
獄
を
さ
ま
よ
い
歩
き
、
多
く
の
苦
し
み
を
受
け
た
後
で
、
「
私
」
は
、
こ
の

よ
う
な
心
境
で
裁
き
の
場
所
へ
と
進
ん
で
行
く
。
「
や
っ
て
来
る
意
志
」
に
自

ら
を
委
ね
な
が
ら
も
、
周
囲
の
人
々
と
は
異
な
る
潔
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。　

第
一
部
結
末
に
お
い
て
、
「
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
こ
を
過
ぎ
て
生

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
「
私
」
の
生
へ
の
意
志
が
、
転
生
と
い
う
形

で
そ
の
目
的
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
伊
藤
整
は
、
母
親
登
場
以
後
の
部
分
を
初
出
誌
か
ら
第
一
書
房
版
発
行
の
過

程
で
、
四
割
近
く
加
筆
し
て
い
る
。
先
の
引
用
部
分
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
「
序
」
を
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
主
人
公
・
鵜
藤

の
再
生
へ
の
意
志
を
、
よ
り
明
確
に
、
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

注¢
同
時
代
評
と
し
て
は
、
「
幽
鬼
の
街
」

に
対
し
、
芝
左
内

　
　
　
一
五
九

「
小
説
採
点
簿
」
（
『
文
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芸
』
昭
和
十
二
年
、
九
月
号
）
に
「
そ
し
て
彼
の
實
験
小
説
が
文
壇
小
説
と
讃
み
誤

　
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
彼
の
實
験
の
小
さ
さ
、
小
説
の
低
さ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
」
逸

　
見
広
「
文
芸
時
評
」
（
『
早
稲
田
文
学
』
昭
和
十
二
年
、
九
月
号
）
「
伊
藤
氏
は
こ
の

　
作
品
を
書
き
終
っ
て
、
ホ
ッ
と
深
い
息
を
吐
い
た
事
で
あ
ら
う
。
が
、
見
極
め
得
た

　
も
の
は
、
或
ひ
は
征
伐
し
得
た
も
の
は
、
結
局
形
而
下
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ

　
た
ろ
う
か
。
」
な
ど
が
見
ら
れ
、
ま
た
「
幽
鬼
の
村
」
に
対
し
て
は
、
名
取
勘
助

　
「
小
説
月
評
」
（
『
新
潮
』
昭
和
十
三
年
、
九
月
号
）
「
も
っ
と
も
、
そ
の
心
霊
世
界
の

　
解
剖
が
ま
だ
十
分
批
判
的
に
な
さ
れ
て
ゐ
る
と
は
い
へ
な
い
。
」
や
無
署
名
（
＝
二
田

　
文
学
』
昭
和
十
三
年
九
月
号
）
「
テ
ー
マ
が
必
然
に
こ
の
様
な
手
法
を
も
た
ら
す
、

　
実
は
そ
の
必
然
が
、
こ
こ
で
は
ま
だ
う
な
づ
け
な
い
。
」
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

　
　
「
中
外
商
業
新
報
」
昭
和
十
二
年
八
月
四
日
号
の
「
文
芸
時
評
」
中
条
百
合
子
を

　
発
端
に
、
同
紙
八
月
七
日
号
に
整
、
十
、
十
一
日
号
に
百
合
子
、
十
三
日
号
に
整
と

　
い
う
具
合
に
行
な
わ
れ
た
。
「
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
、
伊
藤
整
・
武
田
泰
淳
」

　
（
昭
和
五
十
九
年
一
月
、
有
精
堂
）
収
録

　
　
平
野
謙
「
伊
藤
整
の
私
小
説
編
」
『
昭
和
文
学
私
論
』
（
昭
和
五
十
二
年
三
月
、
毎

　
日
新
聞
社
）

＠
　
瀬
沼
茂
樹
『
伊
藤
整
』
（
昭
和
四
十
六
年
八
月
、
冬
樹
社
）

　
奥
野
健
男
『
伊
藤
整
』
（
昭
和
五
十
五
年
九
月
、
潮
出
版
社
）

＠
　
佐
々
木
基
一
「
解
説
」
「
現
代
の
文
学
１
８
『
伊
藤
整
』
集
」
（
昭
和
四
十
年
十
二
月
、

　
河
出
書
房
新
社
）

の
　
に
同
じ
。

＠
　
曽
根
博
義
「
『
幽
鬼
の
街
』
序
論
」
『
国
語
と
国
文
学
』
（
平
成
元
年
五
月
特
集
号
、

　
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
）

＠
　
早
川
雅
之
『
伊
藤
整
論
』
「
第
三
章
・
初
期
短
編
群
の
世
界
　
－
恋
人
像
の
奇
妙

　
な
二
つ
の
類
型
」
（
昭
和
五
十
年
五
月
、
八
木
書
店
）

＠
ゆ
に
同
じ
。

◎
佐
藤
和
正

　
九
年
十
二
月

付
記

一
六
〇

「
『
街
と
村
』
試
論
」
『
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
』

名
古
屋
近
代
文
学
研
究
会
）

第
二
号
（
昭
和
五
十

　
本
稿
は
一
九
九
〇
年
六
月
九
日
に
行
な
わ
れ
た
日
本
近
代
文
学
会
関
西

支
部
春
季
大
会
で
の
発
表
原
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
文

引
用
は
、
新
潮
社
版
『
伊
藤
整
全
集
』
に
よ
っ
た
。
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