
変
奏
す
る

〈
メ
デ
ィ
ア
〉|

|
志
賀
直
哉

は
じ
め
に

此
七
月
三
二

日
は
昨
年
生
れ
て
五
十
六
日
目
に
死
ん
だ
最
初

の
児
の
一
周
忌
に
当
っ
て
居
た
。
自
分
は
墓
参
り
の
為
め
我
孫
子

か
ら
久
し
振
り
で
上
京
し
た
。

上
野
か
ら
麻
布
の
家
へ
電
話
を
か
け
た
。
出
て
来
た
女
中
に
母

(

一

)

を
呼
び
出
し
て
貰
っ
た
。

『
和
解
』
(
初
出
・
『
黒
潮
』
第
二
巻
第
一

O
号、

一
九

一
七・

一
O
)
の

語
り
は
、
順
吉
が
自
宅
の
あ
る
我
孫
子
か
ら
上
京
し
、

上
野
駅
に
降

り
立
つ
場
面
か
ら
始
ま
る
。
順
吉
は
上
野
か
ら
麻
布
の
実
家
へ
と
電

話
を
掛
け
る
。
こ
の
冒
頭
の
数
行
に
は
、
異
な
っ
た
機
能
を
持
つ

二

つ
の
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
し
て
い
る
。

一
つ
目
は
我
孫
子
と
上
野
を
つ

『
和
解
』

島
子

昌
浩

な
ぐ
「
汽
車
」
、

二
つ
目
は
順
吉
と
麻
布
の
実
家
(
の
母
)
を
つ
な
ぐ

「
電
話
」

で
あ
る
。

マ
ー
シ
ャ
ル

・
マ
ク
ル
|

ハ
ン
は
、
「
メ
デ
ィ
ア
は
身
体
の
拡
張

で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
汽
車
は
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「足」

の
拡
張
で

あ
り
、
電
話
は
「
耳
」
と
「
口
」
の
拡
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
メ
デ

ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
言
に
凝
縮
さ
れ
る
よ
う

に
、
メ
デ
ィ
ア
は
単
な
る
媒
介
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
に
も
何
か
し
ら
|
時
に
解
釈
に
お
い
て
重
要
な

ー
意
味
、
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
『
和
解
』
が
こ
の
二
つ
の
メ
デ
イ

ア
か
ら
始
ま
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。

若
林
幹
夫
は
マ
ク
ル
|
ハ
ン
の
理
論
を
踏
ま
え
た
上
で

鉄
道
と

電
話
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。



鉄
道
は
、

一
つ
の
車
両
で
同
時
に
多
く
の
人
々
を
運
ぶ
「

.マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
る
。
(中
略
)
他
方
、
電
話
は
、
つ
ね
に
個
々

の

(通
常
は
二
人
の
)
人
聞
が
、
好
き
な
と
き
に
自
分
た
ち
の
都
合

で
用
い
る
こ
と
、
が
で
き
る

「パ
ー
ソ
ナ
ル

・
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
る
。

(
中
略
)
電
話
と
は
、
基
本
的
に
は
誰
も
が
、
好
き
な
と
き
に
、

[
4
]
 

好
き
な
相
手
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
メ
デ
ィ
ア
な
の
だ
。

鉄
道
が
「
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
」
で
あ
り
、
電
話
が
「
パ

ー
ソ
ナ
ル

・

メ
デ
ィ
ア
」

で
あ
る
と
す
る
若
林
の
指
摘
を
、
テ
ク
ス
ト
に
当
て
は

め
る
な
ら
ば
、

こ
の
冒
頭
で
は
、
「
マ
ス
H

集
団
」

か
ら
、

「パ
l
ソ

ナ
ル
リ
個
々
」

へ
視
点
が
転
換
す
る
様
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

を
物
語
の

で
捉
え
れ
ば
、

メ
デ
ィ
ア
が
物
語
を
「
焦
点
化
」

〈枠〉

し
て
い
く
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
テ
ク

ス
ト
に
お
け
る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
個
々
の
関

係
性
に
依
拠
し
た
二
者
聞
の
中
で
進
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
和
解
』
は
、
複
数
の
登
場
人
物
間
で
の
複
雑
な
人
間
関
係
が
描
か

れ
る
こ
と
は
な
く
、
順
吉
と

「誰
か
」

に
よ
る
単
調
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ヨ
ン
の
反
復
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
『
和
解
』
の
主
題
で
あ
る
親
子
の

〈
和
解
〉

に
お
い
て

も
顕
著
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
順
士
口
と
父
の
不
和
の
原
因

が
明
確
に
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
物
語
か
ら
因
果
関
係

を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
、
先
行
研
究
に
お
い
て
そ
れ
は
し
ば
し
ば

順
吉
の

「気
分
」
に
よ
る
も
の
だ
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

柄
谷
行
人
は

こ
う
し
た

「
気
分
の
物
語
」
を
志
賀
直
哉
作
品
の

特
徴
と
し
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

志
賀
直
哉
の

「
世
界
」

は
こ
の
よ
う
な
「
気
」
が
支
配
す
る
世

界
で
あ
り
、
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
真
の
意
味
で
は
、
自
我

も
他
者
も
存
在
し
な
い
。
彼
の
小
説
は
「
不
快
」
に
は
じ
ま
り
「
調
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和
的
気
分
」
に
終
る
。
こ
の
自
己
完
結
性
は
、
彼
が
い
か
な
る
意

味
で
も
こ
の
「
世
界
」
か
ら
外
に
出
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
。

柄
谷
の
指
摘
は
志
賀
直
哉
作
品
全
体
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
が

『
和
解
』
で
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
脈
に
沿
っ
て
い
え
ば
、
『
和

解
』
は
親
子
の
不
和
に
よ
り
「
不
快
」
な
気
分
に
あ
る
順
吉
が

手口

解
〉
を
経
て

に
な
る
物
語
で
あ
る
。

「」気ハ刀
」

い
わ
ば

「
調
和
的
」

が
唯
一
の

コ
l
ド
と
し
て
機
能
す
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
順
吉
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に

は
多
数
の
メ
デ
ィ
ア
が
媒
介
し
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、

そ
、
っ
し

た
メ
デ
ィ
ア
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
は
ほ
と
ん
ど
見
当

た
ら
な
い
。
そ
こ
で

こ
れ
ま
で

「
気
分
」

の
問
題
と
し
て
片
づ
け

ら
れ
て
き
た

〈
和
解
〉
を

メ
デ
ィ
ア
の
機
能
や
作
用
の
側
か
ら
順

吉
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
「
気
分
」
だ
け
に

は
収
数
で
き
な
い
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
こ
と
を
試
み
る
。
さ
ら
に
、

そ
れ
を
語
り
の
問
題
に
接
続
さ
せ
る
こ
と
で
、
『
和
解
』
と

〈
和
解
〉

の
新
た
な
関
係
を
考
察
し
た
い
。

メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

『
和
解
』
の
登
場
人
物
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、

ば
し
ば
メ
デ
ィ
ア
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
メ
デ
ィ
ア
が
欠
か
せ
な
い
と
も

言
え
る
だ
ろ
う
。
事
実
、
テ
ク
ス
ト
に
電
話
や
手
紙
や
電
報
と
い
っ

た
メ
デ
ィ
ア
が
登
場
し
な
い
章
は

つ
も
な
い
。
彼
ら
は
、
家
族
や

友
人
関
係
と
い
っ
た
親
し
く
近
し
い
共
同
体
の
成
員
で
あ
り
な
が
ら
、

対
面
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
メ
デ
ィ
ア
を
用
い
た
間

接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
よ
り
多
く
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

特
に
順
吉
の
電
話
利
用
は
顕
著
で
あ
る
。
彼
は
、
義
母
へ
頻
繁
に

電
話
を
か
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

M
夫
妻
と
会
食
中
に
も
関
わ
ら

ず
、
庖
で
電
話
を
借
り
て
祖
母
の
容
体
を
確
認
す
る
。
慧
子
の
死
の

淵
に
際
し
で
も
、
実
家
へ
の
連
絡
を
欠
か
さ
な
い
。
自
宅
最
寄
り
の

我
孫
子
駅
で
は
時
間
外
の
電
報
は
扱
わ
な
い
の
だ
が

そ
こ
で
断
念

せ
ず
に
結
果
的
に
駅
員
に
電
話
を
貸
し
て
も
ら
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。

こ
の
時
代
の
電
話
は

「
好
き
な
と
き
」
「
好
き
な
相
手
」
に
か
け

ら
れ
る
よ
う
な
自
由
な
メ
デ
ィ
ア
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
物
語
内
現
在
の
大
正
時
代
に
お
い
て
、
公
衆
電
話
は
、
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年
々
増
え
て
い
く
普
及
期
で
あ
っ
た
。
比
較
的
人
気
の
多
い
場
所
な

し

ら
ば
利
用
で
き
る
環
境
に
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
の
使
用
は

限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
テ

ク
ス
ト
に
は

「
ニ
ュ

l
・
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
の
電
話
が
繰
り
返
し

書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

そ
こ
ま
で
し
て
電
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
拘
泥
す

る
順
吉
の
意
図
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に

電
話
は
、
「
パ

ー
ソ
ナ
ル

・
メ
デ
ィ
ア
」
と
し
て
一
刻
一
の
関
係
性
を

も
つ
場
を
成
立
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く

そ
の
コ
ン
タ
ク
ト
に
お
い



て
も
重
要
な
機
能
を
有
し
て
い
る
。

池
内
輝
雄
は
、
順
吉
が
電
話
を
通
じ
て
実
家
と
直
接
つ
な
が
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
、

そ
の
相
手
が
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、

母
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
し
、
彼
と
母
と
の
聞
に
〈
内
部
通
報
者
て
あ
る
い
は
〈
共

の
関
係
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

犯
者
〉こ

こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、

そ
の
よ
う
な
親
密
な
関
係
性
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
順
吉
は
雑
談
を
し
た
り
通
話
を
引
き
延
ば
し
た
り

す
る
よ
う
な
、
交
話
的
機
能
と
し
て
利
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
も
語
り
手
の

〈
自
分
〉

は
、
そ
の
場
面
を
ほ
と
ん
ど
の
場

合
「
麻
布
の
家
へ
電
話
し
た
」
と
諮
り
、
宛
先
を
「
母
」

で
は
な
く

「
家
」
と
記
述
し
て
し
ま
う
。
こ
の
結
果
、

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
受
信
者

と
し
て
の
母
は
あ
た
か
も
透
明
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に

あ
る
の
は
、
電
話
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し
て
家
と
の
関
係
が
保

持
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
順
吉
は
、
電
話

に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
家
と
そ
の
中
心
で
あ
る
父
と
つ
な
が
り
を
持

ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
彼
の
電
話
で
の
会
話
に
は

つ
の
特
徴
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
受
話
者
で
あ
る
母
に
対
し
て
、
常
に
敬
語
を
使
用
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
二
人
の
関
係
か
ら
し
て
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う

ゴ
】
命
、

4

、

ナ
J

，刀

そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。
敬
語
に
は
、
主
従
や
上
下
関
係
と

い
っ
た
序
列
づ
け
を
顕
在
化
さ
せ
る
機
能
が
あ
る
が
、
義
理
の
親
族

と
い
う
血
縁
を
介
さ
な
い
関
係
の
二
人
に
お
い
て
は
上
下
関
係
と
い

う
よ
り
心
的
距
離
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
津
真
幸
は
、
電
話
に
お
け
る
声
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
次

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

「
芦
だ
け
の
存
在
」

に
つ
い
て
告
白
し
て
い
る
と
き
、
声
、
が
、

声
を
発
す
る
こ
の
身
体
か
ら
遊
離
し
た
固
有
の
実
在
性
を
帯
び

て
い
る
か
の
よ
う
に
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。
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つ
ま
り

声
、
が
、
声
の
主
体
に
対
し
て
外
部
的
な
も
の
と
し
て
現
象
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

電
話
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
受
け
取
れ
る
情
報
は

受
話
器
越
し
に
伝
わ
る
相
手
か
ら
の

「
声
」
だ
け
で
あ
り

そ
の
身

体
性
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
「
身
体
」
と

「士
戸
」
の
分

離
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
状
態
に
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
順
吉
は
白

身
の

「
身
体
」
を
麻
布
の
家
か
ら
遠
ざ
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
。
彼
が
敬
語
を
使
う
の
は
、

母
や
父
や
祖
母
と
い
っ
た



家
の
人
々
で
あ
る
。

そ
う
し
た
特
徴
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
が
電
話
に
よ

る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

順
吉
は
、

の
前
ま
で
は
そ
う
し
た
電
話
に
よ
る
背
反
的

〈
和
解
〉

な
つ
な
が
り
に
あ
る
種
の
居
心
地
の
良
さ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
て

い
た
の
だ
ろ
う
。
彼
が
調
和
的
な
気
分
に
な
る
の
は
そ
の

二
極
の
均

衡
が
と
れ
て
い
る
と
き
、

不
愉
快
な
気
分
に
な
る
の
は
逆
に
通
話
中

に
一
方
的
な
強

い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
き
な
の
で
あ

る
瑠
女
子
の
誕
生
や
祖
母
の
病
弱
に
際
し
て
、
次
第
に
順
吉
は

解
〉
す
な
わ
ち
家
へ
の
譲
歩
へ
と
次
第
に
舵
を
き
っ
て
い
く
。
そ
の

際
、
父
と
の
不
和
を
抱
え
て
い
る
状
態
で
電
話
に
よ
る
説
得
の
方
法

を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
順
吉
は
、
〈
和
解
〉
を
「
手
紙
」

と
い
、
つ
も
う

つ
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
行
お
う
と
し
て
い
た
。

手
紙
を
書
こ
う
と
し
て
何
度
も
挫
折
し
た
順
吉
は
、
表
層
の

に
訴
え
る
手
紙
を
書
こ
う
と
す
る

屈
」
で
は
な
く
深
層
の

「
感
情
」

が

自

身

の

「
相
手
を
動
か
そ
う
と
す
る
不
純
な
気
持
ち
が
醜
く
娘

に
つ
い
て
」

し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
順
吉
は
、
手
紙
で
は
他
者

せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

を
「
意
味
づ
け
」

大
津
知
佐
子
は
、

小
説
に
お
け
る
手
紙
の
機
能
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

書
き
手
の
受
け
持
つ
第

一
の
問
題
と
は
、
役
割
の
設
定
で
あ
る
。

手
紙
の
時
空
を
築
き
は
じ
め
る
送
り
手
は

必
ず
自
分
と
受
け
手

の
間
に
結
ば
れ
る
関
係
性
を
予
め
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

目
上

・
目
下
、
依
頼
者

・
請
負
者
、
告
白

す
る
側

さ
れ
る
側
。
す
な
わ
ち
役
割
の
設
定
こ
そ
が
、
書
簡
関

係
の
基
本
と
な
り
、
用
い
る
言
葉
を
選
択
さ
せ
、
語
り
口
を
変
え
、

手口

言
説
全
体
の
流
れ
を
異
る
角
度
に
導
く
こ
と
に
な
る
。
役
割
の
設

定
な
し
に
は
、
最
初
の

一
文
字
す
ら
書
き
つ
け
ら
れ
な
い
は
ず
で

あ
る
。

78 

順
吉
は
手
紙
が
書
け
な
い
一
番
の
理
由
と
し
て

「
頭
に
置
い
て
い

理

る
父
が
少
し
も
一
つ
の
所
に
留
ま
っ
て
い
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
る
が
、

こ
れ
は
手
紙
の

「
未
来
の
読
者
」

で
あ
る
父
と
の
関
係
の

「
不
安
定

さ
」
を
露
呈
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
。
順
吉
は
メ
デ
ィ
ア
を
利
用
し

た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
限
界
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

柴
田
出
品
川
は
マ
ク
ル

|

ハ
ン
の

「
メ
デ
ィ
ア
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ

る
」
と
い
う
警
句
が
意
図
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
一
つ
を
次
の
よ
う
に



解
説
し
て
い
る
。

マ
ク
ル

l
ハ
ン
は

メ
デ
ィ
ア
の
メ
ッ
セ

ー
ジ
を
、

「
意
味

B
Z
E
口
問
で
は
な
く
、
影
響
色
町2
ご

と
明
確
に
規
定
し
、
意
味

の
伝
達
を
主
題
に
し
た
既
存
の
モ
デ
ル
と
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
モ

デ
ル
が
一
線
を
函
す
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
メ

J

ア
イ
ア
の
メ
ツ

発
信
者
、
が
意
図
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
も
意
味
で
も
な

く
、
メ
デ
ィ
ア
を
使
う
者
に
及
ぼ
さ
れ
る
影
響
を
指
す
。

セ
ー
ジ
は
、

電
話
は
受
話
器
越
し
に
つ
な
が
る
二
人
の
対
話
と
し
て
、

お
互
い

の
関
係
性
に
強
く
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

そ
の
た
め
、
順
吉
は
そ

一
方
、
手
紙
な
ら

も
そ
も
相
手
に
「
掛
け
る
」
こ
と
が
で
き
な
い
。

ば
そ
う
し
た
場
の
共
有
の
必
要
性
は
な
い
た
め
に
一
見
「
書
け
る
」

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
や
は
り
そ
こ
に
は
記
述
の
過
程
で
関
係
性
を

規
定
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

「
書
け
」
な
い
。

〈和
解
〉

後
に
語
ら
れ
る
の
は

友
人
や
父
が
電
話
を
掛
け
て
い

る
こ
と
や
、
女
性
た
ち
か
ら
届
く
手
紙
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
自
身
が

誰
か
に
電
話
を
掛
け
る
記
述
は
な
い
。
手
紙
に
つ
い
て
は

S
K
へ
の

依
頼
文
を
出
し
た
も
の
の
、
翌
日
考
え
直
し
て
、

手
紙
が
届
く
前
に

直
接
伝
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
順
吉
は
、
自
分
で
手
紙
を
機
能
不
全

に
陥
ら
せ
て
い
る
。
ま
た
、
祖
母
が
示
し
た
祖
母
の
妹
か
ら
の
手
紙

は
見
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
内
容
は
祖
母
か
ら
直
接
口
頭
で
聞
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

マ
ク
ル

l
ハ
ン
は
、

メ
デ
ィ
ア
を
「
冷
た
い

g
oご
(
電
話
な
ど
)

と

「熱
い

F
♀
」
(
手
紙
な
ど
)
の
二
種
に
大
別
し
、

そ
の
特
徴
を
次

の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

電
話
が
冷
た
い
メ
デ
ィ
ア
、
す
な
わ
ち
「
低
精
細
度
」
の
メ
デ

ィ
ア
の
一
つ
で
あ
る
の
は
、
耳
に
与
え
ら
れ
る
情
報
量
が
少
な
い
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、A

・コゃこ
。

A
M
P
M亡
、
中
/

一
方
、
熱
い
メ
デ
ィ
ア
は
受
容
者
に
よ
っ
て
補
充
な
い

し
補
完
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
ま
り
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
熱
い
メ

参デ
与イ
性ア
あは
る受
い容
は者
補 に
完よ
性る
が参
高T与
い旦性
。が

低
く

冷
た
い
メ
デ
ィ
ア
は

『
和
解
』
は
、
電
話
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
生
じ
る
「
参

与
性
」
や

「補
完
性
」
と
い
う
空
白
を
あ
え
て
埋
め
な
い
ま
ま
、
物

語
を
進
め
る
こ
と
で
、
〈
和
解
〉
の
物
語
を
遅
延
さ
せ
な
が
ら
も
崩
壊

さ
せ
な
い
よ
う
技
滑
に
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
れ
で
は
永
遠
に



物
語
は
完
結
し
な
い
。

そ
こ
で、

そ
う
し
た
空
白
を
手
紙
に
よ
っ
て

半
ば
強
制
的
に
埋
め
て
し
ま
う
こ
と
で
、
物
語
に
展
開
を
も
た
ら
し

て
完
結
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
『
和
解
』
は
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
突
き
動

か
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス

ト
な
の
で
あ
る
。

「
調
子
」

の
物
語

順
吉
は
、

手
紙
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
退
路
を

断
た
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
も
〈
和
解
〉

に
決
着
を
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
順
吉
は
、

メ
デ
ィ
ア
を
放
棄
し
て
「
直
談
判
」

い
う
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
を
決
意
す
る
。

ワ
オ
ル
タ
|
・

J
・
オ
ン
グ
は

「
口
頭
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
|
シ
ヨ

ン
は
、

人
び
と
を
む
す
び
つ
け
て
集
団
に
す
る
。
読
み
書
き
す
る
と

こ
こ
ろ
を
そ
れ
自
身
に
投
げ
返
す
孤
独
な
営
み
で

あ7い
るよう

とと
論は
じ、

て

る

れ
は

逆

三三f
ロコ

え

ば

口
頭
で
の
コ
ミ

ユ
ニ
ケ
|
シ
ヨ
ン
は
、
個
人
を
集
団
へ

「
強
制
的
」
に
向
か
わ
せ
る

と
も
い
え
る
。

こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
暴
力
性
に
順
吉
自
身
が
自
覚

的
で
あ
る
こ
と
が
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。

手
紙
の
執
筆
を
放
棄
し
た
彼
は

父
と
の
直
談
判
の
直
前
に
京
都

に
い
た
こ
ろ
に
従
弟
か
ら
「
貴
君
の
大
き
な
愛
が
他
日
父
君
を
包
み

切
る
日
の
あ
る
こ
と
を
望
み
ま
す
」
(
十
二
)
と
書
か
れ
た
手
紙
を
も

ら
っ
た
こ
と
を
回
想
し
て
そ
の
手
紙
を
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

其
時
自
分
は
甚
く
腹
を
立
て
た
。
「
大
き
な
愛
と
い
ふ
言
葉
の

内
容
を
本
統
に
経
験
し
た
事
も
な
い
人
聞
が
無
闇
に
他
人
に
そ

ん
な
言
葉
を
使
ふ
も
の
で
は
な
い
」
と
云
っ
て
や
っ
た
。
自
分
は

今
廿
失
事
を
憶
ひ
出
し
た
。
自
分
は
自
分
の
現
在
の
調
和
的
な
気
分

で
父
、
が
ど
ん
な
態
度
を
取
る
場
合
に
も
心
の
余
裕
を
失
は
ず
に

と

穏
か
に
対
す
る
自
身
を
信
ず
る
事
は
少
し
自
惚
れ
過
ぎ
て
ゐ
る
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と
思
っ
た
。
自
分
は
知
ら
ず
ノ
¥
の
中
に
、
所
調
大
き
な
愛
で
父

を
包
み
切
る
事
、
が
出
来
る
や
う
な
気
に
な
る
の
は
馬
鹿
げ
た
事

だ
と
思
っ
た
、
自
身
の
実
際
の
愛
の
力
も
計
ら
ず
に
。
(十
二
)

〈
和
解
〉
の
直
前
に
唐
突
に
思
い
出
さ
れ
る
こ
の
回
想
が
、
「
父
へ

の
愛
」
と
い
う
気
分
の
問
題
で
は
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
順

士
口
は

〈
和
解
〉

に
お
け
る

「言
葉
の
内
容
」
、
す
な
わ
ち
「
愛
」
を

「
意
味
づ
け
」
、
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
ば
か
り
に
執
着
し
て
い
た
。
し

か
し

そ
れ
が
メ
デ
ィ
ア
の

「
圧
力
」
に
よ
っ
て

心
的
内
面
か
ら



く
る
自
発
的
な
思
い
だ
と
信
じ
込
ま
さ
れ
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ

と
自
覚
し
た
彼
は
、
こ
こ
で
自
己
言
及
的
に
自
己
を
批
判
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

以
下
は
、
親
子
の

〈
和
解
〉
場
面
で
の
二
人
の
会
話
で
あ
る
。

「
お
父
さ
ん
と
私
の
今
の
関
係
を
此
億
続
け
て
行
く
事
は
無
意

味
だ
と
思
ふ
ん
で
す
」

「
う
む
」

「
こ
れ
ま
で
は
、

そ
れ
は
仕
方
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
お
父

さ
ん
に
は
随
分
お
気
の
毒
な
事
を
し
て
居
た
と
恩
ひ
ま
す
。
或
る

事
で
は
私
は
悪
い
事
を
し
た
と
も
思
ひ
ま
す
」

「
う
む
」
と
父
は
首
肯
い
た
。
自
分
は
允
奮
か
ら
そ
れ
ら
を
宛
然

怒
っ
て
い
る
か
の
や
ふ
な
調
子
で
云
っ
て
ゐ
た
。
最
初
か
ら
度
々

母
に
請
合
っ
た
穏
か
に
、
或
ひ
は
静
か
に
と
云
ふ
調
子
と
は
全
く

別
だ
っ
た
。
然
し
そ
れ
は
そ
の
場
合
に
生
れ
た
、
最
も
自
然
な
調

子
で
、
こ
れ
よ
り
父
と
自
分
と
の
関
係
で
適
切
な
調
子
は
他
に
な

い
や
う
な
気
が
今
に
な
れ
ば
す
る
。

「然
し
今
迄
は
そ
れ
も
仕
方
な
か
っ
た
ん
で
す
。

只
、
こ
れ
か
ら

先
ま
で
そ
れ
を
続
け
て
行
く
の
は
馬
鹿
気
て
ゐ
る
と
思
ふ
ん
で

す」叔
父
が
入
っ
て
来
た
。
叔
父
は
自
分
の
背
後
に
あ
っ
た
椅
子
に
掛

け
た
。
(
十
一
二
)
(
傍
線
引
用
者
。
以
下
同
様
)

こ
の
場
面
で
は
、
叔
父
、
が
同
席
し
て
い
た
り
母
か
ら
の
助
言
が
あ

っ
た
り
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
れ
ら
が
親
子
の

〈
和
解
〉

の
道
程
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
行
わ
れ

て
い
る
の
は
、
「
無
意
味
」
な
不
和
を
解
消
し
て
親
子
関
係
を
修
復
す

る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
不
和
の
原
因
は
棚
上
げ
さ
れ
現
状

の
不
和
と
い
う
状
態
の
打
開
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
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こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
対
面
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

l
シ
ヨ

ン
で
の

〈
和
解
〉

も
っ
と
も
重
要
な
の
が
メ
ツ

の
成
立
に
お
い
て

セ

l
ジ
の
内
容
で
は
な
く
、

コ
ン
タ
ク
ト
の

「
調
子
」
だ
と
い
う

と
で
あ
る
。

そ
の
場
限
り
の
一
回
性
を
有
す
る
「
調
子
」

つ
ま
り
、

こ
そ
が
、
親
子
の

〈
和
解
〉
を
導
く
も
の
で
あ
り

そ
こ
に
は
首
尾

一
貫
し
た
論
理
関
係
は
必
要
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
気
分
の
小

説
」
と
い
わ
れ
る
『
和
解
』
に
お
い
て
、
順
吉
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
|
シ

ヨ
ン
の
現
前
性
に
活
路
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

水
洞
幸
夫
は

に
い
た
る
メ
デ
ィ
ア
の
選
択
の
意
図
を

〈
和
解
〉



次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

間
接
的
な
手
紙
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
で
の
、
言
葉
を
使
っ
た
説
得

を
あ
き
ら
め
た
末
に
彼
は
、
直
接
会
っ
て

「
成
行
に
任
せ
る
」

と
を
選
ぶ
。
む
ろ
ん
、

こ
れ
は
場
当
た
り
的
な
無
責
任
な
選
択
で

は
な
く
、

言
葉
の
可
能
性
を
絞
り
出
し
て
み
た
末
の
最
後
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
で
あ
る
。

こ
こ
で
水
洞
が
指
摘
す
る
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
」

こ
そ
、

日
葉
が
発
す
る

し
た
が
っ
て

〈
和
解
〉

「
調
子
」

で
あ
る
。

の
内
実
と
は
意
味
論
の
問
題
で
は
な
く
、
語
用
論
の
問
題
と
し
て
問

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
こ
の
場
面
は
、
テ
ク
ス
ト
自
国
頭
の
順
士
口
に
よ
る
祖
父
の
墓
参

の
場
面
と
呼
応
関
係
に
あ
り

そ
こ
で
は
そ
の
結
末
だ
け
で
な
く
コ

ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
あ
り
ょ
う
ま
で
も
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
祖

父
の
墓
前
で
、
順
吉
は
死
者
と
の
交
信
を
す
る
か
の
よ
う
に
夢
想
に

ふ
け
り
「
父
を
非
難
し
て
ゐ
た
に
も
か
か
は
ら
ず
同
じ
自
分
の
心
に

蘇
っ
て
い
る
祖
父
に
は
少
し
も
父
を
非
難
す
る
調
子
は
な
か
っ
た
」

(
こ
と
述
べ
る
。

直
前
に
父
と
の
不
仲
を
告
白
し
た
語
り
手
の

〈
自
分
〉

は
、
物
語

時
間
内
の
今
に
お
い
て
は
祖
父
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し

て
未
来
の
父
と
の

〈
和
解
〉
を
暗
示
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
そ
こ
か

ら
浮
か
び
上
が
る
祖
父
の
真
意
を
「
調
子
」
で
判
断
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
や
は
り
こ
こ
で
も
、
判
断
基
準
は
そ
の
場
限
り
の

「
調
子
」

で
あ
る
。
『
和
解
』
は
、
順
吉
の
内
面
に
お
け
る
「
気
分
の
物
語
」
で

あ
る
と
同
時
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
「
調
子
の
物
語
」

で
も
あ
る
の
だ
。

『
和
解
』
/
〈
和
解
〉
の
宛
先
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『
和
解
』
は
テ
ク
ス
ト
の
登
場
人
物
の
科
白
に
お
い
て
、
「
調
子
」

を
重
要
視
し
て

〈和
解
〉

に
決
着
を
つ
け
る
が
、
テ
ク
ス
ト
外
(
あ

る
い
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
)
に
お
い
て
も
、
物
語
る

「
調
子
」
が

重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
和
解
〉
が
書
か

れ
た
の
は

早
業
の

「
調
子
」
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
た
芸
術
形
式

で
あ
る
「
小
説
」
だ
か
ら
だ
。

テ
ク
ス
卜
で

の
手
紙
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

〈
和
解
〉

ま
た
、
「
小
説
内
小
説
」
と
し
て
の
「
夢
想
家
」
が
量
一
聞
か
れ
る
こ
と
も



な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に

「
語
る
こ
と
」
が
次
々
に
断
念
さ
れ
る
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
、
結
果
的
に
書
か
れ
た
も
の
が

〈
和
解
〉

の
顛
末

を
語
っ
た
『
和
解
』
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は

〈
和
解
〉
が
成
立
す
る
ま

で
の
一
か
月
が

「
手
紙
」

と

「
夢
想
家
」
を
書
き
あ
ぐ
ね
た
一
か
月

と
重
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

梅
津

E
由
美
は
、

こ
う
し
た
『
和
解
』
の
構
成
の
意
図
を
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。

『
和
解
』
が
そ
の
内
部
に
「
夢
想
家
」
と
い
う
「
小
説
内
小
説
」

を
含
み
持
っ
た
の
も
、

〈
和
解
〉

以
後
の
時
間
を
持
つ

の
も
同
じ

理
由
に
よ
る
。
夢
想
家
を
書
く
こ
と
で

〈
自
分
〉

lま

「書
く
私
」

と
「
書
か
れ
る
私
」

の
不
一
致
を
自
覚
し
た
が

そ
れ
に
よ
っ
て

〈
自
分
〉

〈和
解〉

の
思
い
を
強
く
し
て
い
っ
た
。

は
、
父
と
の

故
に
、

を
テ

1
7
と
す
る
『
和
解
』
で
は
、

そ
の
き
っ

〈
和
解
〉

がか
残け
さと
れも
たな
のつ
でた
あ 1 -， 

るi書

く
私

の
意
識
、

〈
自
分
〉

の
変
化
だ
け

梅
津
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
語
り
手
で
あ
る

〈
自
分
〉

の
内
面
か

ら
の
視
座
で
は
、
『
和
解
』
の
構
成
は
主
題
と
な
る
〈
和
解
〉

へ
と
つ

な
が
る
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
『
和
解
』
と
「
夢
想
家
」

と
「
手
紙
」
を
個
別
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
考
え
れ
ば

そ
れ
は
『
和

解
』
と
い
う
小
説
と
し
て
の
枠
を
基
盤
に
し
た
テ
ク
ス
ト
内
外

へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
の
発
信
へ
の
試
み
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

順
吉
が

「
手
紙
」

で
父
と
い
う
個
人
へ
宛
て
た

ー
ジ
を
、
語
り
手
〈
自
分
〉

〈
和
解
〉

は
『
和
解
』
と
い
う

「小
説
」
に
す
る

の
メ
ツ
セ

こ
と
に
よ
っ
て
読
者
へ
発
信
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
語
り
の
意
図
は
、
電
話
に
次
ぐ
「

ニ
ュ

l
・
メ
デ
ィ
ア
」

で
あ
る
「
新
聞
」
に
託
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新
聞
は
不
特
定

の
「
読
者
」
を
対
象
と
す
る
メ
デ
ィ
ア
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
テ
ク
ス

ト
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に
は
、
唐
突
に
新
聞
記
事
の
内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
順
吉
が

両
者
の
つ
な
が
り

新
聞
に
原
稿
を
掲
載
す
る
作
家
で
あ
る
こ
と
も
、

を
象
徴
し
て
い
る
。
以
下
に
示
す
の
が
該
当
箇
所
で
あ
る
。

自
分
は
其
所
に
ゐ
た
子
供
の
夕
刊
売
り
か
ら
一
枚
夕
刊
を
寅

っ
て
、

ベ
ン
チ
で
そ
れ
を
読
ん
だ
。
そ
の
内
も
う
終
列
車
に
も
間

に
合
は
な
い
だ
け
の
時
間
に
な
っ
た
。
決
心
し
て
又
電
車
に
乗
っ

て
叔
父
の
家
へ
帰
っ
て
行
っ
た
。
(
四
)



自
分
達
が
出
発
て
か
ら
山
鳴
り
は
段
々
烈
し
く
な
っ
て
県
庁

の
役
人
が
そ
の
笠
法
師
山
と
云
ふ
の
に
調
べ
に
行
っ
た
と
云
ふ

八歌
舞
伎
座
で
や
っ
て
ゐ
る

の
新
聞
評
を
見

「
団
七
九
郎
兵
衛
」

て
自
分
は
久
し
振
り
で
芝
居
を
見
た
い
気
が
し
た
。
(
十
二

翌
日
自
分
は
新
聞
で

早
稲
田
に
居
る
口
の
大
き
い
あ
る
年
寄

り
が
大
病
だ
と
云
ふ
記
事
を
見
た
。
自
分
は
此
年
寄
り
が
か
な
り

嫌
ひ
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
其
時
、
助
か
る
と
い
い
が
、

と
云
ふ
感

情
を
持
っ
た
。
そ
れ
は
或
る
期
節
の
気
温
の
変
目
に

よ
く
続
け

様
に
年
寄
り
が
倒
れ
る
事
が
あ
る
。
今
が
さ
ふ

い
ふ
時
で
は
な
い

か
と
い
う
不
安
を
祖
母
の
為
め
に
感
じ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
(
十

) 
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
各
々
の
新
聞
記
事
と
物
語
の
関
係
性

で
あ
る
。
は
じ
め
の
二
箇
所
は
回
想
部
、
あ
と
の
二
箇
所
は
物
語
内

現
在
の
視
点
で
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
箇
所
で
は

「
そ
れ

を
読
ん
だ
」

と
記
事
の
内
容
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
次
の
箇
所

で
は
、
新
聞
記
事
の
内
容
は
語
ら
れ
る
も
の
の

そ
れ
が
ス
ト
ー
リ

ー
に
直
接
関
わ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
、
〈
和
解
〉
の
手
紙
を
断
念
し
た
後
の
箇
所
に
お
い
て
は

新
聞
記
事
の
内
容
が
ス

ト
ー
リ
ー
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
歌
舞
伎

の
評
に
つ
い
て
は
、

か
な
り
遠
因
で
は
あ
る
も
の
の
、

見
物
に
行
こ

う
と
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
祖
母
の
顎
が
外
れ
た
こ
と
を

聞
き
つ
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
の
箇
所
で
は
、
「
口
の
大
き
な
年

寄
り
」

で
あ
る
大
隈
重
信
と
祖
母
の
病
気
が
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て

後
の

〈和
解〉
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へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

マ
ク
ル

l
ハ
ン
は

こ
う
し
た
物
語
(
本
)
と
新
聞
の
関
係
性
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

本
も
新
聞
も
そ
の
性
格
は
告
白
的
で
あ

っ
て
、
内
容
に
関
係
な

く
、
た
だ
そ
う
い
う
形
態
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、
「
内

幕
話
(
イ
ン
サ
イ
ド
ス
ト
ー
リ
ー
)
」

の
効
果
を
生
み
出
す
。
本
が
著

者
の
知
的
自
国
険
の
内
幕
話
を
生
み
出
す
よ
う
に
、
新
聞
は
活
動
し

作
用
し
合
っ
て
い
る
共
同
体
の
内
幕
話
を
生
み
出
す
。



〈
自
分
〉

は
、
創
作
上
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
現
実
社
会
で
の
ス
ト

l

リ
ー
を
織
り
込
ん
で
語
る
こ
と
で
、

そ
の
境
界
線
を
暖
昧
な
も
の
に

し
て
い
る
。
〈
自
分
〉
は
メ
デ
ィ
ア
を
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
に
書
き
換
え

〈
和
解
〉
を
そ
の
外
部
へ
と
発
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
最
終
的
に
書
き
終
え
ら
れ
た
『
和
解
』
は
活
字
化
さ
れ
社

る
こ
と
で
、

会
へ
発
表
さ
れ
る
。
『
和
解
』
は
そ
う
し
た
「
書
く
こ
と
」
の
可
能
性

を
様
々
な
形
で
試
み
た
実
験
的
メ
デ
ィ
ア
小
説
で
も
あ
る
。

そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
の

〈終
わ
り
〉

に
象
徴
的
に
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
。
以
下
は
、
家
族
で
の
会
食
の
後
の
別
れ
際
か
ら
、
叔
父
の
手

紙
へ
と
つ
な
が
る
場
面
で
あ
る
。

溜
池
で
父
は
俸
に
乗
っ
た
。

別
れ
る
時
、
其
日
は
自
然
に
父
の
銀
に
快
い
自
由
さ
で
、
愛
情

の
光
の
湧
く
の
を
自
分
は
見
た
。
自
分
は
和
解
の
安
定
を
も
う
疑

ふ
気
は
し
な
い
。

皆
と
は
銀
座
で
別
れ
た
。

自
分
は
仕
事
の
日
の
一
日
々
々
少
く
な
る
不
安
を
感
じ
た
。
自

分
は
矢
張
り
今
自
分
の
頭
を
一
番
占
め
て
ゐ
る
父
と
の
和
解
を

書
く
事
に
し
た
。

半
月
程
経
っ
た
。
京
都
か
ら
鎌
倉
へ
帰
っ
た
叔
父
か
ら
の
手
紙

が
来
た
。

そ
れ
は
自
分
が
月
初
め
に
出
し
た
例
手
紙
の
返
事
だ
っ

た
。
(
十
六
)

順
吉
は
、

別
れ
際
の
父
の
眼
を
見
て
、
初
め
て

「
和
解
の
安
定
」

を
確
信
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
直
後
の
空
白
の
一
行
は
小
説
と

し
て
の
形
式
以
上
の
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
の
順

吉
は
、
「
父
と
の
不
和
」
に
よ
り
生
じ
た
「
不
安
」
を
「
父
と
の
和
解
」

を
「
書
く
事
」

し
か
し
、
こ
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に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

「父
と
の
和
解
」
を

「書
く
事
」

で
解
消
し
よ
う
と
し

こ
で
順
吉
が

て
い
る
「
不
安
」
と
は
、

「
『
和
解
』
の
締
め
切
り
」

で
あ
る
。
す
な

わ
ち
行
聞
を
挟
ん
だ
前
後
で
、
順
吉
は
、
父
と
の
関
係
に
悩
む
子
か

ら
〈
和
解
〉

を
社
会
に
発
信
す
る

「
小
説
家
」

へ
と
転
じ
て
い
る
の

だ
。
語
り
手
〈
自
分
〉

「

対て
'!x 

は
、
全
章
で
唯
一
の
空
白
行
で
自
己
の

奏
」
を
読
者
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
語
り
手
の
目
論
見
は
、

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
小
説
の
機
能
に

依
拠
し
て

い
る
。

「
書
き
こ
と
ば
と
い
う
メ
デ
イ

マ
ク
ル

l
ハ
ン
は

ア
を
強
烈
に
熱
く
し
て
反
復
可
能
な
印
制
に
し
て
し
ま
う
と
、
国
家



主
義
を
生
み
、

十
六
世
紀
の
宗
教
戦
争
を
生
む
の
で
あ
っ
た
」

と
述

べ
て
い
る
。
規
模
は
大
き
く
異
な
る
も
の
の
、
『
和
解
』
の
よ
う
に
小

説
で
父
権
制
に
よ
る
親
子
の
不
和
が
語
ら
れ
る
こ
と
は
、

メ
デ
ィ
ア

の
機
能
と
自
己
相
似
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

『
和
解
』
で
語
ら
れ
る

〈
和
解
〉

は
、
順
吉
と
父
に
よ
る
直
接
的

な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
と
そ
れ
を
支
え
る
順
吉
と
周
囲
の
人
々
に

よ
る
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
の
間
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過

程
だ
っ
た
。
こ
の

二
種
類
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
共
通
す
る
の

は

い
ず
れ
も
一
対
一
の
直
線
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
因
果
関
係
に
乏
し
く
進
む
物
語
は
単
調
で

あ
る
か
に
も
読
め
る
。

し
か
し
、

そ
の
差
異
は
メ
デ
ィ
ア
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
顕
在
化
し
て
く
る
。
た
と
え
ば
、
先
述
し
た
空
白
行
の
直
前

で
語
ら
れ
る
場
面
で
、
不
和
が
解
消
さ
れ
た
父
は
、
〈
和
解
〉
の
証
拠

で
あ
る
会
食
が
行
わ
れ
た
料
理
屋
か
ら
空
間
を
つ
な
ぐ
メ
デ
ィ
ア
で

あ
る

「
俸
」
に
よ
っ
て
麻
布
の
家
へ
と
帰
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、

の
後
別
れ
た

に
父
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

は、

「小

〈
自
分
〉

「岩田」

説
家
」
に
な
る
直
前
に
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
父
を
物
語
か
ら
退
場
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
で
不
和
を
抱
え
な
が
ら
「
汽
車
」
に
よ
っ
て

テ
ク
ス
卜
に
登
場
し
た
順
吉
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

宮
津
淳
一
は

マ
ク
ル
|
ハ
ン
が
提
示
し
た
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て

み
た
際
の
「
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
現
象
」
を
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

人
間
は
未
来
を
展
望
し
て
前
進
し
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
パ
ツ

ク
ミ
ラ
ー
を
通
し
て
、
過
去
を
観
て
い
る
だ
け
だ
、
と
す
る
主
張
。

(
中
略
)
こ
の
バ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
現
象
の
議
論
は
、
過
去
を
「
古
い
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環
境
」

現
在
を
「
新
し
い
環
境
」
と
置
き
換
え
て
考
察
す
る

と
も
で
き
よ
う
。
「
新
し
い
環
境
」
を
認
識
で
き
る
の
は
真
の
芸

術
家
の
み
で
あ
る
。

登
場
人
物
で
あ
る
順
吉
に
と
っ
て

〈
和
解
〉

は、

小
説
内
に
お
い

て
起
こ
っ
て
い
る
(
あ
る
い
は
こ
れ
か
ら
起
こ
る
)
と
い
う
意
味
で
「
現

在
」
あ
る
い
は
「
未
来
」
の
出
来
事
で
あ
る
。
〈
和
解
〉
を
経
験
し
な

い
限
り
そ
れ
を
「
過
去
」
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な

そ

い
わ
ば
、
順
吉
は
こ
の
時
点
で

「小
説
内
小
説
家
」

し、
。

と
い
う
不



完
全
な
状
態
に
あ
る
。
「
夢
想
家
」
を
書
こ
う
と
し
て
書
け
な
い
の
は
、

〈
和
解
〉
に
向
け
て
「
前
進
し
て
い
る
?
も
り
」
す
な
わ
ち
「
気
分
」

に
な
っ
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
語
り
手
で
あ
る

〈
自
分
〉

に
と
っ
て

〈
和
解
〉

は
自
身
で
認
識
し
た
「
過
去
」
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の
視
座
に
は

(
〈
自
分
〉
と
限
り
な
く
視
点
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
し
て
も
)
登
場
人
物

と
し
て
の
順
吉
は
た
ど
り
着
く
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
こ
で
〈
自
分
〉

は
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
て

〈和
解
〉
語
る
こ
と
で
、

〈和
解
〉
を
様
々
な

メ
デ
ィ
ア
を
通
し
な
が
ら
『
和
解
』
へ
と
変
奏
さ
せ
て
い
っ
た
の
で

「
真
の
芸
術
家
」
た
る

あ
る
。
そ
れ
は

「
小
説
家
」

へ
の
第

一
歩
な

の
だ
。

[
注
]

1 

(
こ
は
「

一
章
」
を
示
す
。
以
下
同
様
。
ま
た
、
本
文
は
『
志
賀

直
哉
全
集

第
三
巻
』
(
一
九
九
九

・
二
、
岩
波
書
底
)
に
よ
り
、
適

宜
旧
字
を
新
字
に
改
め
、
ル
ビ
を
省
略
し
た
。

2 

マ
ー
シ
ャ
ル

・
マ
ク
ル
|
ハ
ン
『
メ
デ
ィ
ア
論

人
間
拡
張
の
諸
相
』

(
栗
原
裕

・
河
本
仲
聖
訳
、

一
九
八
七

・
六
、
み
す
ず
書
房
)

3 

前
出
『
メ
デ
ィ
ア
論

人
間
拡
張
の
諸
相
』
(
注
2
)

4 

若
林
幹
夫
「
電
話
の
あ
る
社
会
」
(
士
ロ
見
俊
哉

・
若
林
幹
夫

・
水
越
伸

『
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
電
話
』
、

一
九
九
二
・
一
て
弘
文
堂
)

5 

柄
谷
行
人
「
私
小
説
の
両
義
性
|
志
賀
直
哉
と
嘉
村
磁
多
」
(
『
意
味

と
い
う
病
』
、

一
九
八
九

・
一
O
、
講
談
社
文
芸
文
庫
)

6 

池
内
輝
雄
「
「
和
解
」

の
物
語
構
造
」
(
『
近
代
文
学
の
領
域

戦
争

メ
デ
ィ
ア

・
志
賀
直
哉
な
ど
』
、

二
O
O九
・
三
、
蒼
丘
書
林
)

7 

大
津
真
幸
『
電
子
メ
デ
ィ
ア
論

身
体
の
メ
デ
ィ
ア
的
変
容
』
(
一
九

九
五

・
六
、
新
曜
社
)

8 

大
津
知
佐
子
「
た
わ
む
れ
る
言
の
葉
|
『
或
る
女
』
の
手
紙
|
」
(
『
成

城
国
文
学
』
七
号
、

87 

九
九

--
) 

9 

柴
田
崇
『
マ
ク
ル
|
ハ
ン
と
メ
デ
ィ
ア
論

身
体
論
の
集
合
』
(
二
O

一
三

・
九
、
動
草
書
房
)

1 
0 

前
出
『
メ
デ
ィ
ア
論

人
間
拡
張
の
諸
相
』
(
注
2
)

1 
1 

ウ
オ
ル
グ
l
・
J
-
オ
ン
グ
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』
(
林
正

覚
他
訳
、

一
九
九

一
・
一
O
、
藤
原
書
庖
)

1 
2 

水
禍
幸
夫
「
志
賀
直
哉
『
和
解
』
論
|
墓
地
に
限
る
三
人
と
言
集

ー
」
(
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』

二
三
巻

一
九
九
八

1 
3 

梅
津
亜
由
美
「
志
賀
直
哉
『
和
解
』
|
「
書
く
私
」
「
書
か
れ
る
私
」

を
貫
く
も
の
」
(
『
私
小
説
の
技
法

「私
」
語
り
の
百
年
史
』
、

二
O



二

了

一
二
、
勉
誠
出
版
)

1 
4 

前
出

『
メ
デ
ィ
ア
論

人
間
拡
張
の
諸
相
』
(
注

2
)

l 
b 

前
出
『
メ
デ
ィ
ア
論

人
間
拡
張
の
諸
相
』
(
注

2
)

1 
6 

高
田
知
波
は
、
『
和
解
』
に
お
い
て
「
皆
」
と
語
ら
れ
る
際
の
構
成

員
を
場
面
ご
と
に
分
析
し
、
ホ
モ
ソ

l
シ
ヤ
ル
な
枠
組
み
と
ノ
イ
ズ

を
示
し
て
い
る
。
(
「
「
皆
」
か
ら
排
除
さ
れ
る
も
の
た
ち
志
賀
直
哉

『
和
解
』
」
(
『
名
作
の
壁
を
超
え
て

『
舞
姫
』
か
ら
『
人
間
失
格
』
ま

で』

二
O
O四
・

一
O
、
翰
林
書
一房
)

1
7
 宮
津
淳

「
マ
ク
ル
|

ハ
ン
・
グ
ロ
ツ
サ
リ
|

(
用
語
集
ご
(
『
マ

ク
ル
|
ハ
ン

生
誕

一
O
O年
メ
デ
ィ
ア
(
論
)
の
可
能
性
を
問
う
』
、

88 

。
-
二
、
河
出
書
一房
新
社
)


