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To bequeath a “clean room”: The world shown by Banana 
Yoshimotoʼs “Midori no Yubi”

MATSUMOTO, Katsuya

Abstract

　　This paper focuses on Banana Yoshimotoʼs short story “Midori no 
Yubi.”
　　This short story is not only important as a masterpiece written by 
Banana Yoshimoto, but because it deals with the relationship between 
human beings and nature, a theme that has been important to artists 
since the story was written. In previous studies, “Midori no Yubi” has 
been regarded as “a story of the protagonistʼs growth ［as］ triggered by 
the death of her grandmother.” However, this understanding overlooks 
the storyʼs various expressive devices or contrivances. Therefore, this 
paper has attempted to reread and present “Midori no Yubi” as a text.
　　Chapter 1 presents the problematic concerns mentioned above after 
reviewing previous studies. The paper then analyzes the temporal struc-
ture of the text in Chapter 2 and decodes the relationship between the 
grandmother and the protagonist through the plants present in Chapter 
3. In synthesizing these, Chapter 4, presents the point of life that the 
main character chooses, using the memory of the room left behind by 
her dying grandmother as a clue thereof.
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「
清
潔
な
部
屋
」
を
遺
す
た
め
に 

　

―
　

吉
本
ば
な
な
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
が
示
す
世
界

松　

本　

和　

也

Ⅰ　
問
題
関
心

　

昭
和
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
頃
、「
キ
ッ
チ
ン
」（『
海
燕
』
一
九
八
七
・
一
一
）
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
吉
本
ば
な
な
は
、
そ
の
後
、
平

成
を
代
表
す
る
作
家
と
し
て
独
自
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
重
ね
て
い
っ

（
1
（

た
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
、
短
編
集
『
不
倫
と
南
米
』（
幻
冬
舎
、

二
〇
〇
〇
）
で
ド
ゥ
マ
ゴ
文
学
賞
を
受
賞
し
た
ほ
か
、『
吉
本
ば
な
な
自
選
選
集
（
全
四
巻
）』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
一
）

の
刊
行
が
は
じ
ま
る
な
ど
、
前
後
す
る
時
期
が
作
家
的
な
転
機
で
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
が
、
実
際
、
本
人
に
も
そ
の
よ

う
な
自
覚
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
新
聞
記
事
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

九
九
年
の
元
日
か
ら
、「
一
日
一
本
、
短
編
を
書
く
」
と
誓
い
、
ス
ポ
ー
ツ
の
よ
う
に
厳
し
い
鍛
錬
を
つ
ん
だ
の
だ
。

　

本
人
は
「
三
十
五
歳
は
迷
い
の
多
い
年
齢
。
こ
の
迷
い
を
ど
う
解
決
す
る
か
と
考
え
、
こ
の
方
法
し
か
な
い
と
思
っ
た
」
と
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分
析
し
て
み
せ
る
。
私
小
説
的
な
方
向
で
芸
術
度
を
高
め
る
か
、
技
術
を
磨
く
の
か
。「
今
の
ま
ま
な
ら
、
も
う
書
け
な
い
」

ほ
ど
に
思
い
つ
め
た
結
果
だ
。

　

同
記
事
は
、「
修
練
の
成
果
が
は
っ
き
り
現
れ
た
の
が
最
新
短
編
集
「
体
は
全
部
知
っ
て
い

（
2
（

る
」」
と
つ
づ
く
。
し
か
も
、
短
編
集

『
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇

（
3
（

〇
）
に
は
、
も
う
一
つ
、
作
家
と
し
て
の
新
た
な
挑
戦
が
関
わ
っ
て
い
た
。

　

こ
れ
も
新
聞
記
事
を
参
照
し
て
お
け
ば
、「〔
吉
本
ば
な
な
は
〕
若
い
女
性
層
を
中
心
に
海
外
で
も
人
気
が
高
い
人
だ
が
、
昨
年
は
、

中
高
年
向
き
の
月
刊
誌
に
初
め
て
短
編
を
発
表
、『
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
』（
文
芸
春
秋
）
に
ま
と
め
、
年
配
層
に
も
支
持
が
広
が

っ
（
4
（

た
」
と
評
さ
れ
た
。
補
足
す
る
と
、
後
に
『
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
三
つ
の
短
篇
―
「
ボ
ー

ト
」「
田
所
さ
ん
」「
お
や
じ
の
味
」」（『
文
芸
春
秋
』
二
〇
〇
〇
・
二
）
は
、
そ
の
初
出
媒
体
・
読
者
層
に
お
い
て
は
じ
め
て
の
挑

戦
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
吉
本
本
人
も
次
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

最
初
の
発
表
場
所
が
「
文
藝
春
秋
」
だ
っ
た
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
読
者
以
外
の
人

に
向
け
て
ど
の
よ
う
に
書
い
た
ら
い
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
ん
で

（
5
（

す
。

　

ま
と
め
れ
ば
、
小
説
家
と
し
て
短
編
の
技
術
向
上
と
新
た
な
読
者
層
開
拓
と
い
う
挑
戦
の
帰
結
が
、
短
編
集
『
体
は
全
部
知
っ
て

い
る
』
な
の
だ
。
こ
の
短
編
集
の
テ
ー
マ
は
タ
イ
ト
ル
に
掲
げ
ら
れ
た
通
り
だ
が
、
短
編
群
に
通
底
す
る
創
作
の
動
機
は
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
記
事
に
作
家
の
発
言
が
確
認
で
き
る
。「
こ
の
本
に
は
十
三
の
短
篇
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
読
後
の
印
象
は
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ま
っ
た
く
違
い
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
は
見
事
な
統
一
感
が
あ
り
ま
す
」、「
あ
ら
か
じ
め
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て

書
か
れ
た
の
で
す
か
」
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
問
い
か
け
に
、
吉
本
は
次
の
よ
う
に
応
じ
て
い
る
。

「
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
短
篇
を
た
く
さ
ん
書
こ
う
と
い
う
気
持
ち
は
最
初
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は

つ
ま
り
、
体
の
方
が
頭
や
心
よ
り
も
敏
感
で
、
不
調
な
ど
を
早
く
知
ら
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
は
精
神
の
不
調
も
含

め
て
そ
う
で
す
。
あ
と
、
記
憶
と
い
う
も
の
は
身
体
感
覚
に
近
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。
大
体
そ
う
い
う
こ
と
で
す

（
6
（

ね
。

　

こ
う
し
た
短
編
集
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
集
約
し
た
収
録
作
（
の
一
つ
）
が
、
本
稿
で
検
討
対
象
と
す
る
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
で
あ
る
。

同
作
は
短
編
集
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
こ
と
、
こ
の
後
に
吉
本
が
書
き
つ
い
で
い
く
〝「
王
国
」
シ
リ
ー

（
7
（

ズ
〟
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く

こ
と
、
そ
れ
も
含
め
て
人
と
自
然
の
深
い
関
わ
り
を
書
い
た
こ
と
な

（
8
（

ど
に
お
い
て
、
重
要
な
短
編
だ
と
い
え
る
。

　

吉
本
ば
な
な
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
は
、『
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
〇
〇
）
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
、
単
行
本
で

一
三
ペ
ー
ジ
の
短
編
で
あ
る
。「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
章
わ
け
は
な
い
が
、
一
行
あ
き
に
よ
っ
て
全
体
が
六
パ
ー
ト
に
分
節
さ
れ
て

い
る
た
め
、
本
稿
で
は
そ
れ
を
基
準
に
〈
1
〉
～
〈
6
〉
と
表
記
し
、
さ
ら
に
〈
1
〉
は
時
間
軸
で
ａ
／
ｂ
に
分
節
す
る
。

　

ま
ず
は
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
て
お
く
。

　

冬
の
あ
る
日
、
主
人
公
兼
語
り
手
の
「
私
」
は
、
電
車
か
ら
「
慌
て
て
降
り
」
て
宿
へ
と
向
か
う
。
山
の
坂
道
を
登
っ
て
行
く
途

中
で
「
誰
か
の
気
配
」
を
感
じ
る
（〈
1
ａ
〉）。「
去
年
の
冬
」
に
時
間
軸
が
移
り
、
あ
る
夕
方
、
玄
関
脇
に
植
え
た
ア
ロ
エ
が
近
所

迷
惑
に
な
る
こ
と
を
案
じ
た
父
が
、
処
分
し
て
よ
い
か
と
「
私
と
妹
」
に
問
う
。
二
人
が
空
返
事
を
し
て
い
る
う
ち
に
帰
宅
し
た
母
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に
よ
っ
て
、
祖
母
が
「
末
期
の
子
宮
癌
」
だ
と
告
げ
ら
れ
、
ア
ロ
エ
の
こ
と
は
う
や
む
や
に
な
る
（〈
1
ｂ
〉）。
家
族
は
祖
母
の
お

見
舞
い
に
行
く
よ
う
に
な
り
、「
私
」
は
病
院
に
「
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
」
う
ち
に
、
生
死
を
「
同
じ
」
だ
と
感
じ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
こ
の
間
、「
私
」
は
毎
日
「
植
物
が
好
き
な
祖
母
の
大
切
な
鉢
植
え
た
ち
」
の
水
や
り
を
し
に
行
き
つ
つ
、
祖
母

の
死
を
受
け
い
れ
よ
う
と
し
て
い
く
（〈
2
〉）。
あ
る
午
後
、「
私
」
は
祖
母
に
「
植
物
の
仕
事
が
合
っ
て
る
」
と
勧
め
ら
れ
る
。

「
苦
手
」
だ
っ
た
シ
ク
ラ
メ
ン
が
「
少
し
違
っ
て
見
え
て
き
た
」
と
い
う
祖
母
は
、
そ
の
生
命
力
を
感
じ
と
り
「
友
達
」
に
な
っ
た

の
だ
と
い
う
（〈
3
〉）。
あ
る
夕
方
、
ほ
と
ん
ど
意
識
が
な
い
祖
母
か
ら
、「
私
」
は
自
宅
の
ア
ロ
エ
を
切
ら
な
い
よ
う
に
頼
ま
れ
る
。

祖
母
の
部
屋
に
行
き
「
植
物
た
ち
」
へ
の
水
や
り
を
し
て
い
る
う
ち
に
、「
私
」
は
「
祖
母
の
さ
さ
や
か
な
人
生
」、
そ
し
て
「
植
物

た
ち
」
の
生
命
力
を
感
じ
と
る
。
帰
宅
後
、「
私
」
は
ア
ロ
エ
を
「
庭
の
昼
間
陽
当
た
り
が
い
い
と
こ
ろ
」
に
植
え
替
え
、
そ
の
月

明
か
り
に
照
ら
さ
れ
た
姿
に
「
は
げ
ま
さ
れ
る
思
い
」
が
す
る
（〈
4
〉）。
祖
母
の
死
後
、「
私
」
は
花
屋
へ
の
転
職
を
決
意
し
、
勉

強
を
は
じ
め
る
。
そ
の
支
え
と
な
っ
た
の
は
、「
祖
母
の
最
後
の
言
葉
」
で
あ
り
「
あ
の
夜
の
祖
母
の
部
屋
」
で
あ
っ
た
（〈
5
〉）。

冒
頭
の
時
間
軸
に
戻
り
、「
何
か
の
気
配
」
を
感
じ
た
「
私
」
は
、「
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
に
茂
っ
て
い
る
ア
ロ
エ
」
を
目
に
す
る
。

陽
を
受
け
た
ア
ロ
エ
は
「
生
き
て
い
る
喜
び
を
伝
え
よ
う
と
し
て
」
お
り
、「
私
」
は
植
物
と
の
「
つ
な
が
り
」
を
自
覚
し
、
祖
母

か
ら
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
を
受
け
つ
い
だ
こ
と
に
気
づ
き
、
山
道
を
登
っ
て
い
く
（〈
6
〉）。

　

以
下
、
吉
本
ば
な
な
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
を
検
討
し
て
お
く
。

　

単
行
本
刊
行
時
の
書
評
は
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
一
作
で
は
な
く
短
編
集
へ
の
論
及
が
多
い
。「
こ
の
作
品
集
を
読
み
解
く
鍵
は
、

ま
さ
し
く
表
題
が
示
唆
し
て
い
る
」
と
い
う
光
野
桃
は
、「
良
識
と
か
既
成
概
念
と
か
慣
習
と
い
っ
た
も
の
に
ま
み
れ
た
頭
を
取
り

外
し
、
体
そ
の
も
の
で
こ
の
小
説
世
界
と
シ
ン
ク
ロ
す
る
こ
と
」、「
性
別
も
年
齢
も
な
く
、
た
だ
一
個
の
生
き
物
に
立
ち
返
る
こ
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と
」
を
、
本
書
で
作
者
が
示
し
た
「
新
し
い
道
筋
」
だ
と
指
摘
し

（
9
（

た
。
ま
た
、
光
野
に
は
次
の
論
及
も
あ
る
。

生
と
死
の
円
環
を
、
家
族
や
恋
人
た
ち
を
通
し
て
描
い
て
き
た
著
者
が
至
っ
た
〝
す
べ
て
の
生
き
物
は
死
ぬ
ま
で
生
き
抜
く
〟

の
だ
と
い
う
真
理
の
清
冽
さ
。
精
神
の
実
用
と
も
い
え
る
言
葉
の
小
石
を
、
こ
の
世
に
静
か
に
置
き
続
け
る
こ
と
こ
そ
、
い
ま

最
後
に
残
さ
れ
た
小
説
の
役
割
な
の
で
は
な
い
か
、
と
気
づ
か
さ
れ
る
思
い
が
し

（
23
（

た
。

　

長
薗
安
浩
も
「
一
貫
し
て
、
表
題
に
象
徴
さ
れ
る
「
身
体
性
の
あ
り
が
た
み
」
ら
し
き
主
題
が
流
れ
て
い

（
22
（

る
」
と
指
摘
し
た
よ
う

に
、『
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
』
に
書
か
れ
た

0

0

0

0

、
身
体
に
即
し
た
生
物
と
し
て
の
生
／
死
が
は
や
く
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
後
は
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
が
高
等
学
校
国
語
教
科
書
に
採
用
さ
れ
た
こ
と
で
教
材
研
究
が
進
ん
だ
。
嚆
矢
と
な
っ
た
の
は

「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
を
「
喪
失
と
獲
得
の
物
語
、
生
と
死
を
め
ぐ
る
物

（
2（
（

語
」
と
要
約
し
た
安
田
正
典
で
あ
る
。
祖
母
の
死
と
い
う
出

来
事
を
契
機
と
し
て
「〈
植
物
の
声
を
聞
く
人
〉」
と
な
っ
た
「
私
」
の
「
変
貌
」
を
、「「
家
族
の
テ
ー
ブ
ル
」
と
い
う
い
わ
ば
哺
乳

類
的
ぬ
く
も
り
の
世
界
（「
生
臭
く
、
生
ぬ
る
く
、
柔
ら
か
く
温
か
い
場
所
」）
か
ら
、
植
物
と
人
と
が
異
種
交
感
す
る
コ
ズ
ミ
ッ
ク

な
世
界
へ
と
抜
け
出
し
て
ゆ
く
過
程
」
と
捉
え
る
安
田
は
、「
お
そ
ら
く
「
私
」
の
生
は
、「
た
だ
日
を
求
め
、
水
を
求
め
、
愛
を
求

め
て
生
き
て
い
る
だ
け
の
美
し
い
生
物
た
ち
」
の
生
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ

（
2（
（

る
」
の
だ
と
論
じ
た
。
や
は
り
主
人
公
「
私
」
の
た
ど
る

出
来
事
を
軸
に
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
を
読
ん
だ
神
田
富
士
男
は
、
そ
の
過
程
を
「
危
機
を
乗
り
越
え
、
植
物
と
交
感
し
、
人
々
と
交

感
で
き
る
喜
び
に
よ
っ
て
「
私
」
は
自
分
自
身
を
救
済
し
た
」
と
要
約
し
、
読
者
の
読
後
感
に
つ
い
て
も
「
森
の
中
で
深
呼
吸
し
た

よ
う
な
す
が
す
が
し
い
感
じ
が
し
て
、
な
ん
だ
か
癒
さ
れ
た
気
分
に
な
る
だ
ろ

（
22
（

う
」
と
推
測
し
た
。
ま
た
、
右
の
指
摘
と
「
祖
母
の



8

生
き
方
を
知
っ
た
「
私
」
が
、
希
薄
な
関
係
の
生
き
方
を
や
め
、
心
の
奥
底
で
通
じ
合
え
る
関
係
の
生
き
方
に
変
え
て
い
く
様
子
」

が
描
か
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
神
田
は
「
現
代
社
会
に
蔓
延
し
て
い
る
均
一
化
の
風
潮
を
痛
烈
に
批
判
し
、
そ
れ
に
流
さ
れ
る
生
き

方
を
変
え
る
こ
と
」
と
い
う
「
批
評
性
」
を
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
か
ら
と
り
だ
し
て
い

（
22
（

る
。「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
読
解
の
ポ
イ
ン
ト

を
「
私
」
に
絞
り
こ
ん
だ
青
嶋
康
文
は
、
同
作
を
次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
る
。

　

一
年
前
の
冬
に
は
無
自
覚
で
あ
っ
た
が
、
祖
母
の
死
と
い
う
衝
撃
を
契
機
と
し
て
、
私
は
祖
母
か
ら
引
き
継
い
だ
才
能
が
あ

る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
祖
母
は
亡
く
な
っ
た
が
、
心
の
中
で
生
き
続
け
る
。
生
死
の
境
目
を
越
え
て
祖
母
は
再
生
す
る
。
こ
の

よ
う
に
新
た
な
私
を
獲
得
す
る
物
語
に
読
者
は
癒
し
を
感
じ

（
22
（

る
。

　

こ
こ
で
も
神
田
同
様
、「
私
」
が
一
連
の
出
来
事
を
体
験
す
る
こ
と
が
読
者
に
「
癒
し
」
を
も
た
ら
す
と
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、

よ
り
重
要
な
の
は
、「
語
ら
れ
て
い
る
私
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
語
る
側
の
私
が
い

（
22
（

る
」
と
い
う
指
摘
だ
ろ
う
。
も
ち
づ
き
み
つ

こ
は
、
祖
母
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
い
た
「
私
」
が
と
っ
た
行
動
に
注
目
し
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
を
「
祖
母
と
の
関
係
を
大
事

に
考
え
、
祖
母
に
導
か
れ
た
方
向
に
生
き
る
道
を
転
換
し
、
生
き
が
い
を
見
出
し
た
「
私
」
の
物

（
22
（

語
」
だ
と
捉
え
た
。
各
社
の
教
科

書
指
導
書
を
検
討
し
た
佐
々
木
義
登
は
、「
全
社
と
も
祖
母
の
死
を
通
し
て
「
私
」
の
心
理
状
態
が
ど
う
変
化
し
て
い
っ
た
か
に
注

目
し
、「
私
」
が
作
品
結
末
部
分
で
至
っ
た
境
地
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
る
と
い
う
点
に
ポ
イ
ン
ト
が
置
か
れ
て

い
（
22
（

る
」
と
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、「
読
者
に
社
会
規
範
の
相
対
化
を
促
し
、
読
者
の
「
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
」
を
激
し
く

揺
さ
ぶ
る
」
の
が
「「
語
り
手
」
の
営

（
（3
（

為
」
だ
と
指
摘
す
る
佐
々
木
は
、
物
語
内
容
よ
り
も
語
り
手
の
役
割
を
重
視
し
て
い
る
。
井
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上
明
芳
は
「
過
去
を
言
葉
に
拠
っ
て
整
序
す
る
そ
の
仕
方
こ
そ
が
過
去
の
再
現
と
な
る
の
だ
か
ら
、
語
り
方
は
〈
過
去
〉
の
再
構
成

で
あ
り
、
再
構
成
さ
れ
た
〈
過
去
〉
を
現
在
「
私
」
は
経
験
す
る
」
と
し
て
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
一
人
称
回
想
体
と
い
う
形
式

に
注
目
し
、「「
私
」
が
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
を
持
つ
確
証
に
至
っ
た
の
は
、
現
在
を
言
葉
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
得
る

か
（
（2
（

ら
」
だ
と
、（
語
ら
れ
る
過
去
の
「
私
」
の
体
験
を
）
現
在
の
「
私
」
が
語
る
こ
と
の
意
義
を
強
調
し
た
。
作
家
論
的
視
座
か
ら

は
、
長
谷
川
弘
基
が
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
偏
在
す
る
時
間
操
作
」
を
指
摘
し
つ
つ
、「
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
と
っ
て
最
も
「
自
然
」
な

時
間
的
連
鎖
が
分
断
さ
れ
、
登
場
人
物
を
特
定
す
る
情
報
に
も
欠
落
が
あ
り
、
小
説
世
界
の
「
安
定
性
」
を
意
図
的
に
否
定
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
Ｙ
Ｂ
〔
吉
本
ば
な
な
〕
に
特
有
の
「
歪
み
」
が
作
ら
れ

（
（（
（

る
」
と
、
そ
の
特
徴
を
論
じ
た
。

　

こ
う
し
て
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
先
行
研
究
を
見
渡
し
て
み
る
な
ら
ば
、
一
人
称
回
想
体
と
い
う
形
式
を
ふ
ま
え
、
祖
母
と
植
物

（
ア
ロ
エ
）
と
「
私
」
の
関
わ
り
を
軸
と
し
た
物
語
内
容
が
、
祖
母
に
影
響
を
う
け
た
「
私
」
の
、
理
屈
よ
り
は
感
覚-

身
体
を
通

じ
た
変
化
（
成
長
）
を
主
線
と
し
て
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
意
味
づ
け
ら
れ
て
き
た
、
と
概
括
で
き
る
。
オ
プ
シ
ョ

ン
と
し
て
は
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
か
ら
読
者
へ
の
癒
や
し
効
果
や
現
代
社
会
へ
の
批
評
性
が
、
論
者
そ
れ
ぞ
れ
の
飛
躍
を
孕
ん
だ

解
釈
に
即
し
て
示
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
「
私
」-

物
語
内
容
を
軸
と
し
た
理
解
か
ら
は
テ
ク
ス
ト
の
工
夫
や
仕
掛

（
（（
（

け

が
も
れ
お
ち
て
し
ま
う
。
先
行
研
究
の
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
理
解
は
必
ず
し
も
誤
り
と
は
い
え
な
い
が
、
主
要
登
場
人
物
と
そ
の
言

動
、
出
来
事
が
偏
重
さ
れ
る
反
面
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
側
面
が
看
過
さ
れ
て
き
た
嫌
い
は
否
め
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
先
行
研
究
の
成
果
を
批
判
的
に
引
き
つ
ぎ
つ
つ
、
改
め
て
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
直

し
て
そ
の
表
徴
を
分
析
的
に
読
解
す
る
こ
と
で
、
何
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
（
そ
れ
は
裏
を
返

せ
ば
、
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
を
読
者
が
勝
手
に

0

0

0

読
む
こ
と
は
差
し
控
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
）。
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Ⅱ　
テ
ク
ス
ト
の
構
造
／
語
り
手
「
私
」
の
戦
略

　

本
節
で
は
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
基
盤
を
成
す
四
つ
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

　

第
一
に
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
構
造
に
つ
い
て
、
時
間
軸
を
基
準
に
分
析-

整
理
し
て
お
く
。「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
は
、
主
語
が

明
示
さ
れ
な
い
「
電
車
の
中
で
う
と
う
と
し
て
い
た
の
で
、
半
分
夢
を
見
て
い
る
よ
う
な
感
じ
だ
っ
た
」
と
い
う
一
文
か
ら
は
じ
ま

る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
今
の
感
覚-

状
態
が
、
臨
場
感
を
と
も
な
い
な
が
ら
提
示
さ
れ
る
。
小
さ
な
宿
を
目
指
し
て

電
車
と
タ
ク
シ
ー
を
乗
り
つ
い
だ
「
私
」
は
、「
ま
わ
り
は
畑
ば
っ
か
り
で
、
遠
く
に
な
だ
ら
か
な
山
が
見
え
」
る
と
こ
ろ
で
、「
宿

を
示
す
小
さ
な
看
板
を
見
つ
け
」、「
そ
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
細
い
坂
道
を
登
っ
て
行
」
く
。

　

寒
さ
に
も
慣
れ
て
き
て
、
き
れ
い
な
空
気
を
嬉
し
く
思
っ
た
。
次
第
に
目
が
覚
め
て
き
て
、
う
っ
す
ら
と
汗
す
ら
か
い
て
い

た
そ
の
時
、
私
は
前
方
に
知
っ
て
い
る
誰
か
の
気
配
を
感
じ
た
。（
九
頁
）

　

こ
こ
で
覚
醒
し
つ
つ
あ
る
「
私
」
が
感
じ
た
「
誰
か
の
気

（
（2
（

配
」
が
、「
私
」
に
一
年
前
の
出
来
事
を
回
想
さ
せ
て
い
く
。
時
間
軸

の
移
動
を
も
た
ら
す
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
ア
ロ
エ
（
の
記
憶
）
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、〈
1
ａ
〉
に
書
か
れ
た
右
の
場
面
と
の

明
示
的
な
重
な
り
（
旅
、
山
、
冬
、「
誰
か
／
何
か
の
気
配
」）
を
も
つ
、
次
に
引
く
〈
6
〉
冒
頭
部
に
明
ら
か
で
あ
る
。
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た
ま
の
休
日
、
だ
ん
な
が
熱
を
だ
し
て
妹
が
来
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
で
ひ
と
り
で
旅
を
す
る
こ
と
に
し
た
私
は
、
そ
う
、
そ

の
山
の
中
で
何
か
の
気
配
を
感
じ
た
。
祖
母
が
死
ん
で
初
め
て
の
冬
だ
っ
た
が
、
も
う
何
年
も
前
の
こ
と
の
よ
う
に
遠
く
思
え

た
。（
二
〇
頁
）

　
「
私
」
の
不
確
か
な
時
間
感
覚
も
〈
1
ａ
〉
と
〈
6
〉
の
「
私
」
に
共
通
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
場
面
の
重
な
り
を
決

定
的
に
す
る
の
が
、
右
の
引
用
箇
所
に
つ
づ
い
て
「
私
」
の
視
界
に
入
る
ア
ロ
エ
で
あ
る
。「
西
日
に
激
し
く
照
ら
さ
れ
」
た
「
私
」

は
、「
な
ん
と
な
く
優
し
い
ま
な
ざ
し
で
、
ど
こ
か
熱
く
て
、
懐
か
し
い
も
の
に
そ
っ
と
包
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
」
を
抱
い
て

い
る
が
、
テ
ク
ス
ト
は
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。

　

も
し
か
し
て
祖
母
の
幽
霊
が
見
え
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
。
幽
霊
で
も
い
い
か
ら
会
い
た
か
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、

私
の
目
に
映
っ
た
の
は
、
小
さ
な
民
家
の
庭
に
た
く
さ
ん
、
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
に
茂
っ
て
い

る
ア
ロ
エ
だ
っ
た
。（
二
〇
頁
）

　

す
で
に

0

0

0

「
私
」
に
こ
の
よ
う
な
経
験
が
あ
っ
た
た
め
、（〈
6
〉
の
光
景-

感
覚
を
語
る
前
に
）〈
1
ａ
〉
に
つ
づ
い
て
〈
1
ｂ
〉

で
ア
ロ
エ
に
関
す
る
記
憶
で
あ
る
「
去
年
の
冬
」
の
出
来
事
（
祖
母
の
入
院
・
死
）
が
回
想
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　
〈
1
ｂ
〉
か
ら
〈
5
〉
ま
で
の
テ
ク
ス
ト
は
、
省
略
や
さ
ら
な
る
回
想
を
挟
み
な
が
ら
も
、
大
枠
と
し
て
は
時
系
列
に
即
し
て
進

ん
で
い
く
。
こ
れ
ら
を
整
理
す
る
と
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
構
造
は
、
現
在
の
「
私
」
の
語
り
（〈
1
ａ
〉
と
〈
6
〉）
に
、
過
去
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の
「
私
」
を
軸
と
し
た
出
来
事
（〈
1
ｂ
〉
～
〈
5
〉）
が
嵌
入
さ
れ
て
お
り
、
物
語
言
説
上
は
現
在
／
過
去
／
現
在
と
い
う
順
序
で

進
行
す
る
。
重
要
な
の
は
、
過
去
の
出
来
事
の
回
想-

語
り
が
、
テ
ク
ス
ト
結
末
部
の
「
私
」
に
作
用
し
て
い
く
配
置
と
な
っ
て
い

る
点
で
あ
る
。
す
で
に
先
行
研
究
で
は
、
井
上
明
芳
が
「
現
在
→
過
去
→
現
在
と
い
う
過
去
回
想
形
式
は
、
物
理
的
な
時
間
の
推
移

に
よ
っ
て
整
理
す
れ
ば
、「
祖
母
」
の
死
を
迎
え
た
過
去
が
在
っ
て
、
そ
の
後
、
一
人
で
旅
行
に
行
っ
て
い
る
「
私
」
の
現
在
が
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な

（
（2
（

る
」
と
論
じ
、
回
想
を
終
え
た
〈
6
〉
の
「
私
」
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
妥
当
だ
が
、
本
稿
で
は
過

去
に
お
け
る
時
間
軸
が
複
数
だ
っ
た
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
〈
1
ｂ
〉
で
は
、「
私
と
妹
が
幼
い
頃
」
の
家
族
の
記
憶
が
た
ど
ら
れ
る
。
さ
ま
ざ
ざ
ま
な
出
来
事
の
舞
台
と
な
っ
た
「
生
ま
れ
育

っ
た
家
の
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
」
を
、「
私
」
は
「
家
族
の
象
徴
」
と
意
味
づ
け
つ
つ
、「
生
臭
く
、
生
ぬ
る
く
、
柔
ら
か
く
温
か
い
場

所
」
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
一
方
で
、〈
2
〉
に
は
「
妹
が
産
ま
れ
る
ま
で
は
両
親
が
共
働
き
で
ず
っ
と
あ
ず
け
ら
れ
て
い
た
か
ら
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
子
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
私
」
と
い
う
一
節
が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
家
族
が
「
小
さ
な
テ

ー
ブ
ル
」
を
囲
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
妹
の
誕
生
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
時
か
ら
「
私
」
は
、
共
に
過
ご
す
家
族
が
祖
母
か
ら

父
・
母
・
妹
へ
と
変
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

Ａ
〔
過
去
1
〕、「
私
」
が
祖
母
に
育
て
ら
れ
て
い
た
時
期
（
両
親
は
共
働
き
）
…
…
〈
2
〉
の
一
部

Ｂ
〔
過
去
2
〕、
妹
の
誕
生
後
、
家
族
四
人
で
「
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
」
を
囲
ん
で
い
た
時
期
…
…
〈
1
ｂ
〉
の
一
部

Ｃ
〔
過
去
3
〕、
父
が
ア
ロ
エ
廃
棄
を
話
題
に
し
た
夕
方
～
祖
母
の
死
～
「
私
」
の
転
職
の
決
意
ま
で
…
…
〈
1
ｂ
〉
～
〈
5
〉

Ｄ
〔
現
在
〕、
ひ
と
り
旅
に
で
た
「
私
」
が
、
山
の
中
で
ア
ロ
エ
を
目
に
す
る
（
語
り
の
現
在
）
…
…
〈
1
ａ
〉・〈
6
〉
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つ
ま
り
、
先
行
研
究
に
お
い
て
過
去
と
し
て
一
括
さ
れ
て
き
た
時
間
軸
Ｃ
に
は
、「
私
」
に
と
っ
て
の
祖
母
と
の
距
離
を
大
き
く

異
に
す
る
Ａ
／
Ｂ
と
い
う
時
間
軸
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
の
だ
。「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
、
家
族
を
背
景
と

し
た
「
私
」
と
祖
母
（
の
関
係
）
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
以
上
、
こ
の
確
認
は
必
須
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
一
人
称
回
想
形
式
を
採
る
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
話
題
・
モ
チ
ー
フ
が
現
在

の
語
る
「
私
」
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
て
い
た
の

（
（2
（

か
、
検
討
し
て
お
く
。

　

前
項
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
部
／
結
末
部
に
配
置
さ
れ
た
現
在
の
時
間
軸
Ｄ
（〈
1
ａ
〉・〈
6
〉）
に
お
い

て
は
、
本
来
、「
私
」
は
妹
と
一
緒
に
旅
を
す
る
予
定
だ
っ
た
。
そ
れ
が
妹
の
夫
の
体
調
不
良
に
よ
っ
て
妹
が
急
に
来
ら
れ
な
く
な

り
、
そ
の
結
果
、「
私
」
は
「
ひ
と
り
で
旅
を
す
る
こ
と
」
に
な
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
一
人
と
な
っ
た
状
況
下
に
お
い
て
、

「
私
」
は
ア
ロ
エ
を
目
に
し
、
特
別
な
時
間
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

類
似
し
た
状
況
は
、〈
4
〉
で
祖
母
が
「
私
」
に
ア
ロ
エ
を
助
け
る
よ
う
依
頼
す
る
場
面
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
春
、
す
で
に
祖

母
は
ほ
と
ん
ど
意
識
が
な
く
、「
ほ
と
ん
ど
し
ゃ
べ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
に
も
か
か
か
わ
ら
ず
、
見
舞
い
に
行
っ
た
「
私
」
が

「
祖
母
の
手
を
握
っ
て
い
た
」
時
、
例
外
的
に
祖
母
は
「
私
」
に
語
り
か
け
、
四
つ
の
直
接
話
法
に
よ
っ
て
一
貫
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
伝
え
、
ま
た
「
眠
っ
た
」。
し
か
も
、
こ
の
直
後

0

0

に
は
「
看
病
の
交
代
」
で
母
と
妹
が
や
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
に
は
二
つ

の
例
外
が
重
な
っ
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
し
ゃ
べ
れ
な
い
状
態
に
あ
る
祖
母
が
、「
私
」
だ
け
が
い
る
時
に
し
ゃ
べ
っ
た
の
だ
。

　

病
室
で
祖
母
が
「
私
」
だ
け
に
語
る
場
面
は
、〈
3
〉
に
も
あ
る
。
祖
母
が
「
め
ず
ら
し
く
起
き
て
い
た
」
と
い
う
例
外
的
な
状

況
に
お
い
て
、
祖
母
は
「
私
」
に
「
植
物
の
仕
事
」
を
勧
め
、
シ
ク
ラ
メ
ン
と
「
友
達
」
に
な
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
た
。
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そ
も
そ
も
、
祖
母
に
入
院
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
子
宮

（
（2
（

癌
が
「
私
」
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
、
ア
ロ
エ
を
処
分
す
る
こ
と
が
父
に
よ
っ

て
話
題
に
さ
れ
て
い
た
「
い
つ
も
の
夕
方
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
、「
い
つ
も
の
夕
方
」
と
い
う
日
常
的
な
状
況
に
対
比
さ
れ
る

こ
と
で
、
非
日
常
的
な
出
来
事
で
あ
る
祖
母
の
病
気
（
の
情
報
）
が
際
立
つ
よ
う
語
ら
れ
て
い
た
。

　

し
て
み
れ
ば
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
お
い
て
「
私
」
が
選
択
的
に
語
っ
て
い
た
の
は
、
い
ず
れ
も
い
つ
も
と
は
異
な
る
例
外
的

な
状
況
に
お
い
て
、
祖
母
と
植
物
（
ア
ロ
エ
）
と
が
関
わ
る
話
題
・
モ
チ
ー
フ
だ
っ
た
の
だ
。
ま
た
、
そ
の

0

0

時0-

そ0

こ
で

0

0

祖
母
や
植

物
と
向
き
あ
う
の
は
、「
私
」
一
人
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
話
題
・
モ
チ
ー
フ
は
、「
い
つ
も
」
や
「
毎
日
」
と
い
っ
た
表

現
に
代
表
さ
れ
る
恒
常
的
な
日
々
と
対
比
的
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
外
性
が
際
立
た
せ
ら
れ
て
も
い
た
。

　

第
三
に
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
お
け
る
登
場
人
物
の
書
き
方
を
、
情
報
（
量
）
の
管コ

ン
ト
ロ
ー
ル理

と
い
う
観
点
か
ら
検
討
し
て
お
く
。

　

語
り
手
兼
主
人
公
で
あ
る
「
私
」
に
つ
い
て
は
、
随
時
そ
の
内
面
や
記
憶
が
書
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
私
」
に
多
大
な
影

響
を
与
え
、
人
と
植
物
を
媒
介
す
る
重
要
な
人
物
で
あ
る
祖
母
が
内
的
焦
点
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
祖
母
に
つ
い
て
の
情
報
は
、

「
私
」
の
視
座
か
ら
焦
点
化
ゼ
ロ
で
書
か
れ
る
か
、
祖
母
に
よ
る
直
接
話
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
（
祖
母
の
子
宮
癌
を
告
げ
る
母
の

台
詞
と
、「
私
」
に
よ
る
祖
母
と
の
受
け
こ
た
え
の
台
詞
二
つ
、
計
三
例
を
の
ぞ
き
、
直
接
話
法
は
祖
母
に
の
み
用
い
ら
れ
る
）。
こ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
母
に
関
す
る
情
報
は
テ
ク
ス
ト
に
多
い
も
の
の
、
そ
の
本
心
は
空ブ

ラ
ン
ク所

と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
祖
母
が

「
私
」
を
後
継
者

0

0

0

と
み
な
し
、「
私
」
が
祖
母
を
慕
う
と
い
う
二
人
の
関
係
は
、「
私
」
が
そ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
書

か
れ
て
い
く
。
時
間
軸
Ａ
に
も
関
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、〈
2
〉
に
は
次
の
場
面
が
あ
る
。

祖
母
の
死
は
私
に
と
っ
て
耐
え
難
か
っ
た
。
淋
し
か
っ
た
私
が
足
を
く
っ
つ
け
て
寝
た
祖
母
。
私
の
心
に
何
か
小
さ
な
影
が
さ
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す
と
、
本
人
よ
り
も
は
や
く
気
づ
い
て
私
の
好
物
の
さ
つ
ま
い
も
の
天
ぷ
ら
を
作
っ
て
く
れ
た
祖
母
。
祖
母
の
関
心
が
日
に
日

に
こ
の
世
か
ら
、
私
か
ら
離
れ
て
行
く
。
打
ち
捨
て
ら
れ
た
気
持
ち
の
植
物
た
ち
と
私
は
似
て
い
た
。（
一
四
頁
）

　

こ
こ
で
は
、
幼
き
日
の
「
私
」
を
心
身
両
面
か
ら
理
解
し
、
支
え
て
く
れ
た
存
在
と
し
て
、
祖
母
が
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

正
確
に
言
え
ば
、
祖
母
が
心
の
「
小
さ
な
影
」
を
察
し
て
「
好
物
」
を
作
っ
て
く
れ
た
と
「
私
」
に
は
感
じ
ら
れ
た

0

0

0

0

0

、
と
い
う
に
と

ど
ま
る
。
そ
れ
で
も
／
そ
れ
ゆ
え
、「
祖
母
の
関
心
」
を
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
は
、
祖
母
が
確
実
に
愛
し
て
い
た

「
植
物
た
ち
」
と
自
身
の
境
遇
を
「
似
て
い
た
」
と
重
ね
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
祖
母
か
ら
の
愛
を
過
去
遡
及
的
に
既
成
事
実
化

し
よ
う
と
し
て
い
く
。
一
見
、
親
密
に
み
え
る
祖
母
と
「
私
」
の
関
係
は
、
そ
の
実
、
非
対
称
的
な
の
で
あ
る
。

　

第
四
に
祖
母
か
ら
「
私
」
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ-

「
遺
言
」
も
検
討
し
て
お
く
。
こ
れ
こ
そ
が
、（
植
物
を
介
し
て
）
祖
母
と
「
私
」

の
関
係
を
特
別
な
も
の
と
し
て
結
び
つ
け
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
プ
ロ
ッ
ト
の
主
線
を
形
成
す
る
、
テ
ク
ス
ト
の
急
所
で
も
あ
る
。

た
だ
し
、
祖
母
自
身
が
明
確
に
「
遺
言
」
と
し
て
「
私
」
に
何
か
を
語
っ
た
こ
と
は
な
い
（〈
5
〉
に
お
い
て
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
か
ら

花
屋
へ
の
転
職
の
決
意
を
父
に
語
る
際
、
父
か
ら
店
を
譲
り
受
け
る
た
め
の
説
得
材
料
と
し
て
、「
私
」
が
「
祖
母
の
遺
言
」
と
い

う
表
現
を
用
い
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
）。

　
〈
3
〉
に
は
、
祖
母
が
「
私
」
に
転
職
を
促
す
場
面
が
書
か
れ
て
い
る
。
家
族
が
「
か
わ
る
が
わ
る
お
見
舞
い
」
に
行
く
日
々
の

中
、
祖
母
が
「
め
ず
ら
し
く
起
き
て
い
た
」
時
に
、
次
の
会
話
が
あ
る
。

「
ね
え
、
昔
は
シ
ク
ラ
メ
ン
が
嫌
い
だ
っ
た
の
よ
。」
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祖
母
は
言
っ
た
。

「
よ
く
そ
う
言
っ
て
い
た
よ
ね
え
、
で
も
、
私
も
あ
ん
ま
り
好
き
じ
ゃ
な
い
。
な
ん
だ
か
湿
っ
て
い
る
感
じ
が
し
て
」

「
あ
ん
た
は
植
物
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
ね
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
思
う
の
。
あ
ん
た
は
植
物
の
仕
事
が
合
っ
て
る
わ
よ
。
ホ
ス

テ
ス
は
お
や
め
な
さ
い
。」（
一
四
～
一
五
頁
）

　

こ
の
場
面
に
お
い
て
、
祖
母
が
「
私
」
に
「
植
物
の
仕
事
」
を
勧
め
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、「
あ
ん
た
は
植
物
の
こ
と
が
よ
く

わ
か
る
ね
」
と
判
断
し
た
材
料
は
、「
な
ん
だ
か
湿
っ
て
い
る
感
じ
」
と
い
う
感
覚
に
即
し
て
、「
私
」
が
シ
ク
ラ
メ
ン
を
「
あ
ん
ま

り
好
き
じ
ゃ
な
い
」
と
言
っ
た
こ
と
し
か
な
い
。
ま
た
、
祖
母
が
「
私
」
に
転
職
を
勧
め
た
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
次
に
引
く
よ
う

に
、「
私
」
の
現
職
が
適
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

私
が
水
商
売
で
身
を
た
て
て
い
る
の
を
祖
母
は
い
つ
も
反
対
し
て
い
た
。
た
だ
し
私
は
ホ
ス
テ
ス
で
は
な
く
、
父
の
経
営
し

て
い
る
バ
ー
の
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
だ
っ
た
の
だ
が
、
い
く
ら
説
明
し
て
も
祖
母
に
と
っ
て
は
同
じ
こ
と
の
よ
う
だ
っ
た
。（
一
五

頁
）

　

こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
祖
母
が
「
私
」
の
（
お
そ
ら
く
は
）
度
重
な
る
「
説
明
」
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
な
く
、「
水

商
売
」
と
い
う
思
い
こ
み

0

0

0

0

を
終
始
変
え
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
祖
母
が
（
家
族
の
中
で
も
と
り
わ

け
）「
私
」
の
話
を
よ
く
聞
き
、
関
心
を
よ
せ
る
理
解
者
で
あ
っ
た
、
と
は
お
よ
そ
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
「
私
」
は
、「
お
ば
あ
ち
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ゃ
ん
が
そ
う
言
う
な
ら
、
考
え
て
み
る
」
と
直
接
話
法
で
応
じ
て
お
り
、「
私
」
か
ら
祖
母
へ
の
信
頼
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
。

　

な
ら
ば
、
祖
母
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
い
つ-

ど
の
よ
う
に
し
て
遺
言
と
化
す

0

0

0

0

0

の
か
。
鍵
と
な
る
の
は
、
次
の
台
詞
で
あ
る
。

「〔
略
〕
は
じ
め
は
〔
シ
ク
ラ
メ
ン
を
〕
陰
気
な
花
だ
な
あ
、
と
思
っ
た
の
。〔
略
〕
で
も
、
こ
こ
に
来
て
、
時
間
が
で
き
た
ら

少
し
違
っ
て
見
え
て
き
た
の
よ
。
あ
の
茎
は
水
を
吸
い
上
げ
る
た
め
に
あ
る
の
ね
。
水
を
や
っ
て
か
ら
、
あ
の
花
た
ち
が
一
所

懸
命
に
首
を
あ
げ
て
お
日
さ
ま
に
あ
た
ろ
う
と
し
て
い
る
の
を
見
て
る
と
、
あ
あ
、
あ
ん
た
た
ち
生
き
て
る
ん
だ
ね
え
、
っ
て

退
屈
し
な
い
の
よ
。
時
間
が
で
き
る
っ
て
そ
う
い
う
こ
と
ね
。
も
う
シ
ク
ラ
メ
ン
と
は
友
達
に
な
っ
た
か
ら
、
あ
っ
ち
で
は
シ

ク
ラ
メ
ン
も
育
て
ら
れ
る
自
信
が
つ
い
た
わ
。」（
一
五
～
一
六
頁
）

　

右
の
言
葉
を
聞
い
た
「
私
」
は
、「
そ
う
や
っ
て
今
ま
で
嫌
い
だ
っ
た
全
て
を
好
き
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
初
め
て
行
く
と
こ

ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
、
と
思
う
の
は
切
な
か
っ
た
」
と
感
じ
る
。
口
に
さ
れ
る
言
葉
と
心
中
思
惟
と
い
う
非
対
称
的
な
や
り
と
り
で

は
あ
る
が
、「
あ
っ
ち
」
と
「
初
め
て
行
く
と
こ
ろ
」
は
、
い
ず
れ
も
祖
母
の
死
後
の
世
界
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
時
、
祖
母
も

「
私
」
も
、
近
い
将
来
に
お
け
る
祖
母
の
死
を
前
提
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
祖
母
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
祖
母
が
自
身
の
死
を
予
言

的
に
語
り
、「
私
」
が
祖
母
の
死
を
（
一
応
は
）
肯
う
こ
と
に
よ
っ
て
「
遺
言
」
に
な
っ
た

0

0

0

の
だ
。

　

ま
た
、
祖
母
か
ら
「
私
」
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
全
体
の
プ
ロ
ッ
ト
に
も
関
わ
る
、〈
4
〉
に
お
け
る
ア

ロ
エ
を
切
ら
な
い
よ
う
に
依
頼
す
る
場
面
も
検
討
し
て
お
く
。
こ
の
時
、
祖
母
は
「
意
識
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
」
状
態
で
あ
る
。

に
も
も
か
か
わ
ら
ず
、
祖
母
は
「
私
」
だ
け
が
い
る
時
、「
ふ
い
に
」
次
の
よ
う
に
言
っ
た
の
だ
。
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「
ア
ロ
エ
が
、
切
ら
な
い
で
、
っ
て
言
っ
て
る
の
。」

　

細
い
、
途
切
れ
途
切
れ
の
声
で
、
は
じ
め
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

「
ア
ロ
エ
が
、
駐
車
場
の
、
陰
で
、
車
に
、
ふ
ま
れ
て
、
痛
い
っ
て
。」

「
に
き
び
も
傷
も
、
な
お
す
か
ら
、
花
も
咲
か
せ
る
か
ら
、
切
ら
な
い
で
あ
げ
て
。」

　

祖
母
は
夢
う
つ
つ
で
ま
る
で
誰
か
の
言
葉
を
聞
き
取
る
か
の
よ
う
に
、
少
し
ず
つ
、
そ
う
言
っ
た
。（
一
六
～
一
七
頁
）

　

当
初
、
意
味
と
し
て
理
解
す
る
の
が
困
難
な
「
細
い
、
途
切
れ
途
切
れ
の
声
」
か
ら
、「
私
」
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
き
と
っ
て
い

る
が
、
そ
の
際
の
祖
母
の
様
子
は
「
夢
う
つ
つ
」
に
見
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
右
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
祖
母
の
直
接
話
法
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
私
」
は
「
誰
か
の
言
葉
」
と
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
も
、「
ぞ
う
っ
と
し
た
」、「
な
ん
で
私
だ
け
が
こ
れ
を
聞

い
て
し
ま
っ
た
ん
だ
ろ
う
？　

と
思
っ
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
驚
き
が
大
き
い
ば
か
り
で
、
受
け
と
め
き
れ
ず
に
い
る
。

　

こ
の
依
頼
に
対
す
る
「
私
」
行
動
の
順
序
は
、
注
目
に
値
す
る
。
と
い
う
の
も
、
依
頼
を
受
け
た
「
私
」
は
、
ア
ロ
エ
の
植
え
替

え
前
に
、
祖
母
の
部
屋
に
向
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
こ
の
順
序
は
、
右
に
引
用
し
た
発
話
主
体
が
曖
昧
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、「
誰
か
の

言
葉
」
で
は
な
く
祖
母
の
意
志
に
よ
る
も
の
へ
と
、
語
る
「
私
」
が
意
味
づ
け
直
す

0

0

0

0

0

0

行
為
だ
と
言
え
る
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、「
私
」

は
祖
母
の
部
屋
に
お
い
て
、
祖
母
と
植
物
（
の
意
志
）
を
明
確
に
重
ね
て
受
け
と
め
る
と
い
う
経
験
を
す
る
の
だ
。
こ
う
し
て

「
私
」
は
、
意
識
が
朦
朧
と
し
た
状
態
で
発
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
祖
母
か
ら
の
依
頼
へ
と
読
み
替
え
終
え

0

0

0

0

0

0

て
か
ら
ア
ロ
エ
を
植

え
替
え
る
の
だ
。
祖
母
の
依
頼
を
果
た
し
た
こ
と
で
、
こ
こ
ま
で
の
操
作

0

0

は
、
語
る
「
私
」
に
お
い
て
正
解

0

0

と
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
一
連
の
言
動
を
通
じ
て
、
祖
母
と
の
相
互
理
解
に
基
づ
く
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
の
継
承
者
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
と

し
て
、
語
る
現
在
の
「
私
」
は
、
語
ら
れ
る
過
去
の
「
私
」
を
積
極
的
に
語
り-

演
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
節
で
検
討
し
て
き
た
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
く
。

　

確
か
に
、
先
行
研
究
で
重
ね
て
論
及
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
一
人
称
回
想
体
に
よ
っ
て
現
在
の
「
私
」
が
参
照
す
る
の
は
祖
母

（
の
死
）
で
あ
り
、
そ
の
媒
介
が
植
物
（
ア
ロ
エ
）
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、「
私
」
は
「
遺
言
」
を
手
が
か
り
に

祖
母
の
死
を
乗
り
こ
え
、
成
長
す
る
と
い
う
単
線
的
な
物
語
を
生
き
た
の
で
は
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
テ
ク
ス
ト
に
は
、
過
去
の
物
語
ら
れ
る

「
私
」
が
体
験
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
や
感
情
を
仮
想
上
に
対
置
す
る
か
た
ち
で
、
現
在
の
語
る
「
私
」
が
選
択
し
た
祖
母
と
植

物
（
ア
ロ
エ
）
を
主
線
と
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
群
が
、
作
為
的
な
時
間
操
作-

語
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

Ⅲ　
ア
ロ
エ
を
め
ぐ
る
プ
ロ
ッ
ト
／
祖
母
と
「
私
」
の
関
係
性

　

前
節
ま
で
の
テ
ク
ス
ト
の
基
礎
的
な
検
討
を
ふ
ま
え
て
、
本
節
で
は
ア
ロ
エ
を
軸
と
し
た
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
プ
ロ
ッ
ト
に
つ

い
て
検
討
し
て
い
く
。「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
お
い
て
植
物
の
代
表

0

0

と
し
て
「
私
」
と
関
わ
る
ア
ロ
エ
は
、〈
1
ｂ
〉
で
話
題
に
さ
れ

た
後
、〈
4
～
6
〉
に
お
い
て
は
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
と
さ
れ
て
い
く
。

　
〈
1
ｂ
〉
で
は
、「
生
ま
れ
育
っ
た
家
の
小
さ
な
テ
ー
ブ
ル
を
父
と
妹
と
私
」
が
「
囲
ん
で
い
た
」
と
い
う
「
い
つ
も
の
夕
方
」
に
、

近
所
迷
惑
に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
た
父
が
ア
ロ
エ
を
処
分
し
て
よ
い
か
と
問
い
か
け
る
。「
私
と
妹
」
は
「
植
え
替
え
が
面
倒
臭
く

て
聞
か
な
い
ふ
り
」
を
し
て
い
る
う
ち
に
母
が
帰
宅
し
、
祖
母
が
末
期
の
子
宮
癌
だ
と
告
げ
る
。
そ
の
こ
と
で
、「
う
ち
の
家
族
は
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ア
ロ
エ
が
ど
う
の
こ
う
の
言
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」。
結
果
か
ら
い
え
ば
、
祖
母
が
自
ら
の
病
ん
だ
身
体
を

賭
す
こ
と
に
よ
っ
て
、（
母
を
介
し
て
）
ア
ロ
エ
の
処
分
を
一
時
的
に
中
断
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
提
示
さ

れ
た
ア
ロ
エ
の
ゆ
く
え
は
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
お
い
て
解
か
れ
る
べ
き
謎
と
し
て
テ
ク
ス
ト
に
宙
吊
り
に
さ
れ
る
。

　
〈
4
〉
に
お
け
る
、
入
院
中
の
祖
母
が
ア
ロ
エ
を
処
分
し
な
い
よ
う
「
私
」
だ
け
に
依
頼
す
る
、
前
節
の
最
後
に
引
用
し
た
場
面

に
つ
づ
く
次
の
祖
母
の
台
詞
は
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
プ
ロ
ッ
ト
展
開
に
大
き
く
関
わ
る
。

「
そ
れ
で
ね
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
あ
ん
た
に
は
わ
か
る
と
思
う
の
、
そ
う
い
う
感
性
が
ね
。
植
物
っ
て
そ
う
い
う
も
の
な
の
。

ひ
と
り
の
ア
ロ
エ
を
助
け
た
ら
、
こ
れ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
ね
、
場
所
で
ね
、
見
る
ど
ん
な
ア
ロ
エ
も
み
ん
な
あ
ん
た
の
こ
と
を

好
き
に
な
る
の
よ
。
植
物
は
仲
間
同
士
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
。」（
一
七
頁
）

　

正
確
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
祖
母
が
ア
ロ
エ
を
切
ら
な
い
よ
う
依
頼
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ア
ロ
エ
が
「
切
ら
な
い
で
」
と
求

め
て
い
た
こ
と
を
祖
母
が
代
弁

0

0

し
て
い
る
。
祖
母
が
ア
ロ
エ
（
植
物
）
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
た
こ
と
は
、
自
明
の

前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
、
祖
母
は
「
そ
う
い
う
感
性
」
が
「
私
」
に
は
「
わ
か
る
」
は
ず
だ
と
も
考
え
、
そ
の
よ
う
に

発
言
し
て
い
る
（
こ
れ
は
、
祖
母
が
「
私
」
に
「
植
物
の
仕
事
」
を
勧
め
た
根
拠
で
も
あ
る
だ
ろ
う
）。

　

病
院
を
出
て
、
祖
母
の
部
屋
に
よ
っ
て
か
ら
帰
宅
し
た
「
私
」
は
、
す
ぐ
に
「
ア
ロ
エ
を
て
い
ね
い
に
土
か
ら
掘
り
出
し
」、「
な

ん
と
か
運
ん
で
、
庭
の
昼
間
陽
当
た
り
が
い
い
と
こ
ろ
」
へ
と
植
え
替
え
る
が
、
そ
の
後
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。
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春
の
大
き
な
月
の
お
ぼ
ろ
な
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
、
植
え
替
え
の
泥
に
ま
み
れ
た
ア
ロ
エ
は
生
命
の
力
を
発
散
し
て
い
た
。

擬
人
化
し
て
「
あ
り
が
と
う
」
と
言
っ
て
い
る
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
そ
ん
な
も
の
で
は
な
く
て
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に

生
き
て
あ
ち
こ
ち
に
根
を
は
り
、
葉
を
広
げ
て
い
た
。
そ
れ
に
ま
た
私
は
は
げ
ま
さ
れ
る
思
い
が
し
た
。（
一
八
～
一
九
頁
）

　

こ
の
段
階
で
「
私
」
は
、
ア
ロ
エ
か
ら
「
生
命
の
力
」
を
感
じ
と
り
「
は
げ
ま
さ
れ
る
思
い
」
を
抱
い
て
は
い
る
も
の
の
、
ア
ロ

エ
の
「
擬
人
化
」
に
想
到
し
な
が
ら
「
そ
ん
な
も
の
で
は
な
く
」
と
思
い
直
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
階
で
は
、「
私
」
と
ア

ロ
エ
（
植
物
）
と
の
間
に
、
祖
母
と
植
物
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
成
立
し
て
い
な
い
。

　

そ
れ
で
も
、
祖
母
死
後
の
時
間
軸
Ｃ
で
あ
る
〈
5
〉
に
お
い
て
、「
私
」
が
「
昼
間
は
専
門
学
校
に
通
い
、
花
屋
を
開
く
た
め
の

勉
強
を
す
る
こ
と
に
し
た
」
の
は
、「
祖
母
の
最
後
の
言
葉
」
に
く
わ
え
、
右
の
体
験
も
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、「
私
」
は
次
の
よ
う
な
確
信
を
抱
く
に
至
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

家
族
の
テ
ー
ブ
ル
で
無
邪
気
に
過
ご
し
な
が
ら
、
ア
ロ
エ
の
生
命
を
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
え
る
幼
い
か
わ
い
い
私
に
は
も
う
い
く
ら

振
り
向
い
て
も
戻
れ
な
か
っ
た
。（
一
九
～
二
〇
頁
）

　

多
く
の
先
行
研
究
が
論
及
し
て
き
た
「
私
」
の
変
化
は
、
こ
こ
に
決
定
的
と
な
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
「
私
」
の
過
去
／
現
在
を

決
定
的
に
分
け
る
の
が
（
祖
母
の
死
で
は
は
な
く
）「
ア
ロ
エ
の
生
命
」（
植
物
）
で
あ
っ
た
点
に
は
、
そ
の
表
現
ま
で
含
め
て
注
意

が
必
要
で
あ
る
。
裏
を
返
せ
ば
、（
少
な
く
と
も
、
右
の
一
節
を
根
拠
に
し
た
）〝
祖
母
の
死
を
乗
り
こ
え
た
「
私
」
の
成
長
〟
と
い
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う
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
理
解
は
、
テ
ク
ス
ト
性
を
う
ま
く
す
く
い
あ
げ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
飛
躍
を
は
ら
ん
で
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
「
私
」
の
変
化
を
成
長
へ
と
短
絡
す
る
こ
と
な
く
、「
家
族
の
象
徴
」
と
意
味
づ
け
て
い
た
「
小
さ
な
テ

ー
ブ
ル
」
に
戻
れ
な
い
と
自
覚
し
た
「
私
」
が
、
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
く
の
か
、
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
考
察
し
て
い
く
。
そ
の

手
が
か
り
は
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
結
末
に
し
て
〈
1
ａ
〉
の
つ
づ
き
で
あ
る
〈
6
〉
に
お
い
て
、
や
は
り
ア
ロ
エ
と
と
も
に
書

か
れ
る
。
一
人
旅
に
出
た
「
私
」
が
宿
に
向
か
う
「
山
の
中
」
で
感
じ
た
「
何
か
の
気
配
」
は
、「
幽
霊
で
も
い
い
か
ら
会
い
た
か

っ
た
」
と
い
う
祖
母
で
は
な
く
、「
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
よ
う
に
茂
っ
て
い
る
ア
ロ
エ
」
だ
っ
た
。

　

ア
ロ
エ
は
陽
を
受
け
て
、
私
に
何
か
言
い
た
そ
う
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
と
げ
と
げ
し
た
肉
厚
の
葉
を
冬
の
空
に
高

く
広
げ
、
重
な
り
あ
い
、
い
く
つ
も
の
赤
く
ご
つ
ご
つ
し
た
花
を
奇
妙
に
咲
か
せ
て
、
生
き
て
い
る
喜
び
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
た
。
ア
ロ
エ
の
愛
情
に
包
ま
れ
て
、
私
は
陽
の
光
の
中
で
あ
た
た
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。（
二
〇
～
二
一
頁
）

　

ま
ず
は
、「
ア
ロ
エ
」
に
対
す
る
「
私
」
の
受
け
と
め
方
の
落
差

0

0

を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
ア
ロ
エ
が
話
題
に
な
っ
た
〈
1
ｂ
〉
に
は
、「
父
も
母
も
私
も
、
妹
が
三
百
円
で
買
っ
て

き
て
庭
に
植
え
る
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
と
玄
関
脇
に
植
え
た
ア
ロ
エ
の
こ
と
な
ど
、
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
」
と
書
か
れ
て
お
り
、

か
つ
て
の
「
私
」
は
ア
ロ
エ
に
無
関
心
だ
っ
た
（
ま
し
て
や
「
ア
ロ
エ
の
生
命
」
な
ど
、
意
識
し
て
い
な
い
）。
そ
れ
で
い
て
、
そ

の
近
所
迷
惑
に
も
な
り
か
ね
な
い
育
ち
ぶ
り
や
花
の
特
徴
は
、「
私
」
の
記
憶
に
留
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
、
水
も
ろ
く
に
や
ら
ず
、
陽
当
た
り
も
さ
ほ
ど
よ
く
な
か
っ
た
の
に
、
ア
ロ
エ
は
育
っ
て
い
っ
た
。
育
ち
す
ぎ
て
、
気

づ
い
た
ら
木
の
よ
う
に
な
り
、
道
に
大
き
く
は
み
だ
し
、
さ
ら
に
気
色
悪
い
形
を
し
た
真
っ
赤
な
花
ま
で
咲
か
せ
て
い
た
。

（
一
〇
頁
）

　

も
と
よ
り
同
一
の
ア
ロ
エ
で
は
な
い
が
、
か
つ
て
「
気
色
悪
い
形
を
し
た
真
っ
赤
な
花
」
と
生
理
的
嫌
悪
感
に
即
し
て
表
現
し
て

い
た
ア
ロ
エ
の
花
に
つ
い
て
、
現
在
の
「
私
」
は
「
赤
く
ご
つ
ご
つ
し
た
花
を
奇
妙
に
咲
か
せ
て
、
生
き
て
い
る
喜
び
を
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
」
と
、「
ご
つ
ご
つ
」、「
奇
妙
」
と
い
っ
た
修
辞
は
用
い
つ
つ
、
し
か
し
そ
れ
ら
も
生
命
力
に
連
な
る
も
の
と
し
て
肯

定
的
に
表
現
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階
で
も
「
私
」
が
、
祖
母
の
よ
う
な
ア
ロ
エ
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
て
い
る

と
は
言
え
な
い
。
ア
ロ
エ
の
「
生
き
て
い
る
喜
び
」
を
、「
私
」
は
「
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
」
も
の
と
し
て
受
容
し
て
い
る
か
ら

だ
。
そ
れ
で
も
、「
私
」
が
段
階
的
に
植
物
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
う
か
、
こ
う
や
っ
て
つ
な
が
り
が
で
き
て
い
く
の
か
、
も
う
ア
ロ
エ
は
私
に
と
っ
て
ど
こ
で
見
て
も
見
る
度
に
あ
た
た
か
い

も
の
や
優
し
い
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
ど
の
ア
ロ
エ
も
私
に
は
等
し
く
あ
の
夜
に
植
え
替
え
た
ア
ロ
エ
の
友
達
だ
。
人
間

と
変
わ
ら
ず
に
縁
が
で
き
て
い
く
、
こ
う
し
て
い
ろ
い
ろ
な
植
物
と
私
は
お
互
い
に
見
つ
め
あ
っ
て
い
く
の
だ
、
そ
う
思
っ
た
。

祖
母
か
ら
私
が
受
け
継
い
だ
も
の
は
、
た
と
え
根
拠
の
な
い
迷
信
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
確
か
に
役
立
っ
て
い
く
そ
の
力
、

よ
く
言
わ
れ
る
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
な
の
だ
っ
た
。
こ
の
才
能
が
あ
れ
ば
植
物
は
そ
の
生
命
を
こ
の
腕
の
中
で
ぞ
ん
ぶ
ん
に
輝

か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
っ
た
。
こ
う
や
っ
て
こ
の
仕
事
に
つ
い
た
人
々
と
私
も
ま
た
、
つ
な
が
っ
て
い
く
の

（
（2
（

だ
。（
二
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一
頁
）

　

テ
ク
ス
ト
唯
一
の
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
と
い
う
表
現
や
、〈
6
〉
結
末
と
い
う
テ
ク
ス
ト
上
の
配
置
も
含
め
、
右
の
一
節
は
決

定
的
に
重
要
な
場
面
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
「
私
が
」
祖
母
か
ら
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
を
受
け
つ
い
だ
、
あ
る
い
は

祖
母
の
お
か
げ
で
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
と
い
う
能
力
を
自
覚
し
、
手
に
入
れ
た
、
と
理
解
す
る
の
は
早
計
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、「
そ
う
か
」
の
一
言
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
、
右
の
場
面
で
「
私
」
が
病
床
の
祖
母
か
ら
送
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

（「
ひ
と
り
の
ア
ロ
エ
を
助
け
た
ら
、
こ
れ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
ね
、
場
所
で
ね
、
見
る
ど
ん
な
ア
ロ
エ
も
み
ん
な
あ
ん
た
の
こ
と
を
好

き
に
な
る
の
よ
」）
を
、
感
覚-
身
体
を
通
じ
て
実
感
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
す
で
に
「
私
」
は
、
自
宅
の
ア
ロ
エ
を
「
助
け
」

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
山
中
で
目
に
し
た
ア
ロ
エ
も
「
私
」
の
こ
と
を
「
好
き
に
な
る
」
は
ず
で
、
事
実
、「
私
」
も
ア
ロ
エ
を

「
友
達
」
と
表
現
し
て
い
る
。
し
か
も
、
前
後
し
て
「
私
」
は
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
を
そ
れ

0

0

と
想
到-

自
覚
し
つ
つ
あ
る
の
だ
か

ら
、「
あ
の
夜
」
の
「
私
」
の
ア
ロ
エ
の
植
え
替
え
の
仕
方
は
、
何
か
し
ら
す
ぐ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
右
の
引
用
箇
所
で
は
、「
で
き
て
い
く
」、「
つ
な
が
っ
て
い
く
」、「
見
つ
め
あ
っ
て
い
く
」、「
つ
な
が
っ
て
い
く
」
と

動
作
の
継
続
を
示
す
表
現
が
多
用
さ
れ
、
ま
た
「
輝
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
成
就
が
い
ず
れ
果

た
さ
れ
て
い
く
に
せ
よ
、
ま
だ
「
私
」
は
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
の
持
ち
主
と
し
て
自
ら
を
証
だ
て
て
は
い
な
い
。

　

こ
の
時
点
で
「
私
」
に
足
り
て
い
な
か
っ
た
の
は
、
ア
ロ
エ
を
助
け
た
後
に
、
再
び
ア
ロ
エ
に
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
で
触
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
右
の
引
用
箇
所
に
つ
づ
く
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
結
末
部
で
明
ら
か
に
な
る
。
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昔
は
そ
の
と
げ
と
げ
を
憎
ら
し
く
思
い
、
日
焼
け
の
時
に
し
か
使
わ
な
い
の
に
と
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
っ
て
き
た
そ
の
葉
に
、
私

は
手
袋
を
は
ず
し
て
そ
っ
と
触
れ
た
。
若
い
緑
色
は
ま
る
で
宝
石
の
よ
う
に
輝
き
、
葉
は
絹
の
よ
う
に
な
め
ら
か
に
ひ
ん
や
り

と
し
て
い
た
。
人
と
握
手
を
し
た
あ
と
の
よ
う
に
元
気
を
出
し
て
、
私
は
山
道
を
登
っ
て
い
っ
た
。（
二
一
頁
）

　

こ
こ
で
、「
私
」
は
は
じ
め
て
「
そ
の
葉
」
に
素
手
で
触
れ
る
―
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
を
実
践
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
、

「
私
」
は
「
人
と
握
手
を
し
た
あ
と
の
よ
う
に
元
気
」
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
す
で
に
植
物
（
ア
ロ
エ
）
と
「
友
達
」
に
な
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
祖
母
の
「
遺
言
」
が
「
私
」
の
感
覚-

身
体
に
血
肉
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
結
末
部-

最
終
ス
テ

ッ
プ
に
お
い
て
、「
私
」
と
植
物
（
ア
ロ
エ
）
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
一
段
階
深
ま
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
も
、
ア
ロ
エ
の
描
写
と
「
私
」
の
変
化
は
て
い
ね
い
に
捉
え
て
お
き
た
い
―
「
私
」
が
触
れ
た
ア
ロ
エ
は
、
も
と
も
と

0

0

0

0

「
宝
石
の
よ
う
に
輝
き
、
葉
は
絹
の
よ
う
に
な
め
ら
か
に
ひ
ん
や
り
と
し
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
元
気
」
に
し
て
も
ア
ロ
エ
か
ら
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ア
ロ
エ
の
姿
を
見
た
「
私
」
が
、
自
ら
「
元
気
を
出
し
」
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、

こ
こ
に
、
祖
母
が
実
演
し
、
そ
し
て
「
私
」
に
託
し
た
、
非
現
実
的
で
不
思
議
な
事
態
は
生
じ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、「
私
」
に
変
化
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。〈
5
〉
に
お
い
て
過
去
の
自
分
を
相
対
化
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も

「
私
」
は
、「
昔
は
」
と
過
去
を
相
対
化
し
、
現
在
の
「
私
」
自
身
を
意
味
づ
け
て
い
る
。
こ
こ
で
の
意
味
づ
け
の
内
実
と
は
、
祖
母

の
遺
言
を
言
葉
の
上
だ
け
で
な
く
、
感
覚-

身
体
を
通
じ
て
理
解
し
、
植
物
（
ア
ロ
エ
）
と
「
友
達
」
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

を
別
言
す
れ
ば
、
祖
母
の
「
遺
言
」
を
そ
れ
と
し
て

0

0

0

0

0

実
践
し
た
こ
と
と
同
義
で
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、「
私
」
は
祖
母
の
死
を
受
け

い
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
遺
言
」
と
は
、
死
に
ゆ
く
者
が
生
き
て
い
る
者
に
遺
す
言
葉
な
の
だ
か
ら
。
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こ
う
し
た
確
認
が
必
要
な
の
は
、「
私
」
が
祖
母
の
死
を
受
け
い
れ
る
に
は
現
在
ま
で

0

0

0

0

と
い
う
長
い
〝
喪
の
時
間
〟
が
必
要
だ
っ

た
か
ら
だ
。
旅
先
で
「
私
」
が
「
遺
言
」
を
受
け
と
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
裏
返
せ
ば
、
祖
母
の
死
を
経
て
花
屋
を
目
指
し
て
い
た

時
期
も
含
め
、〈
5
〉
の
時
点
で
「
私
」
は
ま
だ
祖
母
の
死
を
受
け
と
め
き
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
み
ど
り

の
ゆ
び
」
に
は
〈
6
〉
が
必
要
で
、
そ
れ
が
果
た
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
「
私
」
は
こ
の
テ
ク
ス
ト

0

0

0

0

0

0

を
語
り
得
て
い
る
の
だ
。

Ⅳ　
祖
母
の
部
屋
／
も
う
一
つ
の
世
界

　

こ
こ
ま
で
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
を
テ
ク
ス
ト
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
的
に
読
解
し
て
き
た
。

　

祖
母
死
後
の
時
間
軸
に
し
て
テ
ク
ス
ト
終
盤
部
と
な
る
〈
5
〉・〈
6
〉
に
お
い
て
、「
私
」
は
ど
の
よ
う
な
地
点
に
た
ど
り
つ
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
祖
母
か
ら
「
あ
ん
た
に
は
わ
か
る
と
思
う
の
」
と
言
わ
れ
た
「
私
」
は
、
実
際
に
祖
母
の
勧
め
に
し
た
が
っ
て
花

屋
へ
の
転
職
を
目
指
し
、
ひ
と
り
旅
の
山
中
で
目
に
し
た
ア
ロ
エ
に
触
れ
て
「
元
気
を
出
し
」
た
と
こ
ろ
ま
で
、
テ
ク
ス
ト
に
は
書

か
れ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、「
私
」
が
祖
母
の
よ
う
な
植
物
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
運
用
で
き
る
「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
の

持
ち
主
か
ど
う
か
、
そ
の
能
力
の
有
無
は
テ
ク
ス
ト
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
少
な
く
と
も
、「
私
」
が
植
物
を
チ
ト
（
モ

ー
リ
ス
・
ド
リ
ュ
オ
ン
『
み
ど
り
の
ゆ
び
』）
の
よ
う
に
不
可
思
議
な
か
た
ち
で
育
て
た
こ
と
は
、
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
い
な
い

（「
私
」
の
そ
れ
ら
し
い
行
動
は
、
祖
母
の
依
頼
を
う
け
て
自
宅
の
ア
ロ
エ
を
植
え
替
え
た
こ
と
の
み
で
あ
る
）。

　

前
節
で
の
ア
ロ
エ
を
軸
と
し
た
プ
ロ
ッ
ト
分
析
を
ふ
ま
え
る
と
、「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
問
い
は
、
少
な
く
と

も
当
時
は
半
信
半
疑
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
祖
母
の
メ
ッ
セ
ー
ジ-

「
遺
言
」
を
、
な
ぜ
「
私
」
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き
、「「
み
ど
り
の
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ゆ
び
」」
と
い
う
能
力
の
確
証
も
も
て
な
い
ま
ま
に
、「
き
つ
い
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
る
」
転
職
を
し
て
が
ん
ば
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
た
限
り
で
は
、「
私
」
は
ま
だ
花
屋
に
な
っ
て
は
い
な
い
）。

　

こ
の
問
い
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、〈
5
〉
に
「
突
然
の
転
職
は
や
は
り
き
つ
い
と
こ
ろ
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
根
拠
が

あ
れ
ば
が
ん
ば
れ
る
よ
う
に
思
え
て
、
先
に
進
む
こ
と
に
し
た
」
と
い
う
一
文
が
改
め
て
注
目
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、
感
覚
的
な
表
現

が
多
用
さ
れ
た
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
お
い
て
、
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
「
根
拠
」
の
内
実
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
先
の

一
節
以
降
、〈
5
〉
に
書
か
れ
た
「
私
」
か
ら
「
離
れ
な
か
っ
た
も
の
」
と
し
て
は
、
転
職
を
勧
め
た
「
祖
母
の
最
後
の
言
葉
」
と
、

そ
れ
か
ら
「
あ
の
夜
の
祖
母
の
部
屋
」
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
後
者
、
次
に
引
く
〈
5
〉
掉
尾
に
注
目
し
た
い
。

私
は
い
つ
か
死
ぬ
時
、
ひ
と
り
で
も
、
小
さ
な
部
屋
で
も
い
い
か
ら
、
あ
ん
な
清
潔
な
部
屋
を
遣
し
た
い
と
思
っ
た
。
愛
さ
れ

た
植
物
た
ち
が
存
在
す
る
、
あ
の
夜
の
祖
母
の
部
屋
が
私
の
頭
を
離
れ
な
か
っ
た
。（
二
〇
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
指
示
語-

指
示
対
象
を
遡
行
的
に
た
ど
っ
て
い
く
と
、〈
4
〉
で
自
宅
の
ア
ロ
エ
を
植
え
替
え
る
前
に
「
私
」
が
た

ち
よ
っ
た
祖
母
の
部
屋
へ
と
た
ど
り
つ
く
。
そ
の
部
屋
（
の
書
き
方
）
の
検
討
に
先
立
ち
、
入
院
し
た
祖
母
の
お
見
舞
い
を
通
し
て

「
私
」
に
育
ま
れ
て
い
っ
た
死
生
観
を
、
次
に
引
く
〈
2
〉
の
一
節
か
ら
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

病
院
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
玄
関
か
ら
入
っ
た
瞬
間
に
は
居
心
地
が
悪
く
も
ぞ
も
ぞ
し
て
早
く
帰
り
た
い
と
思
う
が
、
し
ば
ら

く
い
る
と
慣
れ
る
。
そ
し
て
、
外
に
出
る
と
、
す
べ
て
が
強
烈
す
ぎ
る
感
じ
に
な
る
。
交
差
点
で
い
っ
せ
い
に
押
し
寄
せ
て
く
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る
車
た
ち
や
、
永
久
に
生
き
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
人
々
の
声
の
大
き
さ
や
、
色
の
洪
水
に
驚
く
。
そ
し
て
家
に
つ
く
こ
ろ
に

は
慣
れ
る
。
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
と
自
分
が
不
思
議
な
地
点
に
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。（
一
二
～
一
三
頁
）

　

祖
母
の
入
院
後
、
頻
繁
に
お
見
舞
い
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
「
私
」
が
、
病
院
の
内
外
を
往
還
し
て
、
双
方
に
慣
れ
な
が
ら
た
ど

り
つ
い
た
「
不
思
議
な
地
点
」。
こ
こ
で
は
ま
だ
そ
の
内
実
は
語
ら
れ
な
い
が
、「
私
」
が
二
つ
の
世
界
を
対
極
的
な
も
の
と
捉
え
つ

つ
、
双
方
に
「
慣
れ
る
」
こ
と
が
で
き
る
人
物
だ
と
い
う
こ
と
ま
で
は
確
認
で
き
る
。
右
の
引
用
箇
所
に
つ
づ
い
て
、「
私
」
は
オ

ル
フ
ェ
ウ
ス
の
神
話
に
ふ
れ
た
上
で
、
右
に
言
う
二
つ
の
世
界
を
「
生
／
死
」
と
い
う
言
葉
で
意
味
づ
け
て
い
く
。

生
命
の
発
散
す
る
濃
い
匂
い
は
も
う
、
あ
ち
ら
の
世
界
で
は
た
だ
た
だ
押
し
付
け
が
ま
し
い
毒
々
し
い
尖
っ
た
匂
い
に
変
わ
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
反
対
に
死
の
匂
い
を
人
は
忌
み
嫌
う
。
太
陽
の
下
に
出
る
と
、
弱
っ
て
い
る
人
が
発
散
す
る
死
の
匂
い
は
雪

み
た
い
に
す
ぐ
に
溶
け
て
し
ま
う
が
、
そ
の
か
す
か
な
匂
い
は
麝
香
み
た
い
に
、
遠
く
か
ら
で
も
か
ぎ
わ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

弱
っ
た
同
胞
を
人
は
恐
怖
す
る
。
自
分
達
の
生
活
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
錯
覚
す
る
。（
一
三
頁
）

　

こ
れ
が
「
不
思
議
な
地
点
」
の
内
実
で
あ
る
は
ず
で
、「
私
」
は
「
生
（
生
命
）
／
死
」
に
つ
い
て
、「
か
す
か
」
で
も
「
遠
く
か

ら
」
で
も
匂
い
に
よ
っ
て
嗅
ぎ
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
神
話
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
と
は
異
な
り
、
祖
母
を
病
院
に
見
舞
う

日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
は
「
生
（
生
命
）」
の
世
界
／
「
死
」
の
世
界
を
往
還
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
し
か

も
、
右
の
引
用
箇
所
に
つ
づ
い
て
は
、「
弱
っ
た
同
胞
を
人
は
恐
怖
す
る
。
自
分
達
の
生
活
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
錯
覚
す
る
。
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ど
ち
ら
も
慣
れ
て
し
ま
え
ば
同
じ
こ
と
だ
と
い
う
の
に
」
と
い
う
一
節
が
置
か
れ
、
つ
ま
り
「
私
」
は
、「
生
（
生
命
）
／
死
」
を

対
極
の
世
界
と
し
て
分
節
し
つ
つ
も
「
同
じ
」
だ
と
実
感
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
第
一
段
階
で
「
私
」
は
「
生
（
生

命
）
／
死
」
を
二
つ
に
分
節
し
な
が
ら
も
「
同
じ
」
だ
と
捉
え
、
第
二
段
階
で
は
、
そ
れ
ら
生
死
の
差
を
問
題
に
す
る
か
否
か
で
世

界
を
二
つ
に
分
節
し
、
前
者
に
「
自
分
達
」
つ
ま
り
は
一
般
の
人
々
を
、
後
者
に
自
分
を
配
置
し
て
い
く
。

　

あ
わ
せ
て
気
に
な
る
の
は
、
右
の
二
つ
に
わ
け
て
引
用
し
た
一
連
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
、
一
貫
し
て
現
在
形
の
文
末
表
現
で
書
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
祖
母
の
入
院
以
降
の
時
間
軸
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
〈
2
〉
は
、
語
り
の
現
在
か
ら
は
明
ら
か
に
過
去
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
あ
る
。
こ
う
し
た
様
相
は
、「
慣
れ
る
」
と
い
う
時
間
の
蓄
積
と
幅
を
示
す
文
末
表
現
と
捉
え
る
こ
と
も
可

能
だ
が
、「
生
（
生
命
）
／
死
」
の
差
異
で
世
界
を
分
け
な
い
と
い
う
、
語
る
現
在

0

0

の
「
私
」
の
死
生
観
で
も
あ
る
。
事
実
、
以
下

に
検
証
し
て
い
く
よ
う
に
、「
私
」
は
祖
母
の
死
を
、
い
わ
ゆ
る
死
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
捉
え
て
い
る
の
だ
か
ら
。

　

こ
の
よ
う
に
ユ
ニ
ー
ク
な
「
私
」
の
世
界
の
捉
え
方
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
当
初
の
問
題
で
あ
る
、「
私
」
が
死
後
に
「
遺
し
た
い
」

と
思
っ
た
祖
母
の
部
屋
が
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
の
か
、
て
い
ね
い
に
読
ん
で
み
よ
う
。
次
に
該
当
箇
所
を
引
く
。

私
は
無
言
で
祖
母
の
部
屋
に
行
き
、
遅
く
な
っ
て
ご
め
ん
、
と
い
い
な
が
ら
植
物
た
ち
に
水
を
や
っ
た
。
電
気
を
つ
け
た
ら
部

屋
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
祖
母
の
さ
さ
や
か
な
人
生
が
蛍
光
灯
の
真
っ
白
い
光
に
浮
か
び
上
が
っ
た
。
ふ
か
ふ
か
の
座
ぶ
と

ん
、
ク
リ
ス
タ
ル
の
小
さ
な
花
瓶
。
筆
と
硯
、
き
ち
ん
と
た
た
ま
れ
た
白
い
エ
プ
ロ
ン
。
海
外
旅
行
で
買
っ
て
き
た
異
国
情
緒

あ
ふ
る
る
お
み
や
げ
が
並
ん
だ
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
、
眼
鏡
、
文
庫
本
、
小
さ
な
金
の
時
計
。
古
い
紙
の
よ
う
な
、
祖
母
の
匂
い
。

私
は
つ
ら
く
な
っ
て
電
気
を
消
し
た
。（
一
七
～
一
八
頁
）
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植
物
を
「
植
物
た
ち
」
と
擬
人
法
で
表
現
し
、
話
し
か
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
「
私
」
が
植
物
と
対
等

0

0

な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
「
私
」
は
、「
祖
母
の
さ
さ
や
か
な
人
生
」
を
構
成
す
る

品
々
を
、
視
界
に
入
っ
た
順
に
列
挙

（
（2
（

法
に
よ
っ
て
あ
げ
ら
れ
て
い
く
。
そ
の
直
後
、「
私
」
は
「
つ
ら
く
な
っ
て
電
気
を
消
し
」
て

い
る
が
、
そ
れ
は
祖
母
の
「
死
の
匂
い
」
ゆ
え
で
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、「
私
」
は
近
づ
き
つ
つ
あ
る
祖
母
の
死
を
悲
し
む
死
生

観
と
は
異
な
る
、
生
死
を
問
題
に
し
な
い
世
界
に
自
身
を
位
置
づ
け
て
い
た
は
ず
だ
。
そ
う
考
え
た
時
、
右
の
引
用
箇
所
が
、
電
気

を
つ
け
て
か
ら
消
す
ま
で
を
描
く
場
面
で
あ
っ
た
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。「
私
」
が
目
に
し
た
「
蛍
光
灯
の
真
っ
白
い
光
」

が
照
ら
す
光
景
は
、
生
死
を
問
題
に
す
る
世
界
だ
っ
た
の
だ
。

　

な
ら
ば
、
電
気
が
消
え
た
部
屋
は
ど
の
よ
う
に
変
じ
る
と
い
う
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
祖
母
の
部
屋
が
物
理
的
に
変
わ
る
こ
と
は
な

い
も
の
の
、「
私
」
が
「
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
に
は
植
物
た
ち
が
息
づ
い
て
い
た
」
こ
と
に
気
づ
く
と
、
世
界
は
変
わ
っ
て
み
え
る
。

外
の
明
か
り
に
ふ
ち
ど
ら
れ
る
よ
う
に
、
生
き
生
き
と
緑
色
だ
っ
た
。
さ
っ
き
や
っ
た
水
の
滴
が
き
ら
き
ら
輝
い
て
い
た
。
暗

い
畳
に
じ
っ
と
座
っ
て
そ
れ
を
見
て
い
た
ら
、
な
ん
だ
か
少
し
ず
つ
楽
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
ひ
と
り
の
人
が
生
き
て
き
た

あ
た
り
ま
え
の
足
跡
で
、
悲
し
く
も
苦
し
く
も
な
い
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
幸
せ
な
い
い
も
の
な
の
だ
と
い
う
気
が
し
て
き
た
。

悲
し
み
に
に
ご
っ
た
目
で
見
た
第
一
印
象
で
決
め
る
も
の
で
は
な
い
と
植
物
が
教
え
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
た
だ
陽
を

求
め
、
水
を
求
め
、
愛
を
求
め
て
生
き
て
い
る
だ
け
の
美
し
い
生
物
た
ち
が
。（
一
八
頁
）
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部
屋
の
光
景
だ
け
で
な
く
、
祖
母
の
人
生
す
ら
「
悲
し
く
も
苦
し
く
も
な
い
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
幸
せ
な
い
い
も
の
」
へ
と
、

「
私
」
の
主
観
の
な
か
で
大
き
く
意
味
を
変
じ
て
い
く
。
つ
ま
り
は
、
生
死
を
問
題
と
し
な
い
世
界
を
、
こ
の
時-

こ
こ
で
、「
私
」

は
実
感
し
て
い
る
（
蛍
光
灯
下
で
目
に
し
た
祖
母
の
部
屋
か
ら
感
じ
た
も
の
は
、
誤
っ
た
「
第
一
印
象
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
）。

そ
し
て
、
そ
の
導
き
手
と
な
っ
た
の
は
「
植
物
」
＝
「
た
だ
陽
を
求
め
、
水
を
求
め
、
愛
を
求
め
て
生
き
て
い
る
だ
け
の
美
し
い
生

物
た
ち
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
、
社
会
的
な
意
味
か
ら
解
き
放
た
れ
た
自
然
そ
れ
自
体
の
生
命
力
、
と
換
言
す
れ
ば
、
生
物
単
体
の

生
死
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
「
生
物
た
ち
」
と
い
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
ひ
ろ
が
る
世
界

―
つ
ま
り
は
、（
人
間
界
に
お
け
る
）

生
死
を
問
題
と
し
な
い
世
界
と
重
な
る
。
こ
う
し
た
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
人
間
界
に
お
け
る
祖
母
の
死
が
こ
と
さ
ら
問
題
に
な
る
こ

と
は
な
く
、
そ
れ
は
生
命
の
営
み
の
一
端
を
担
う
ご
く
自
然
な
出
来
事
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
、〈
3
〉
に
お
い
て
祖
母

が
「
あ
っ
ち
で
シ
ク
ラ
メ
ン
も
育
て
ら
れ
る
自
信
が
つ
い
た
わ
」
と
言
っ
た
の
は
、
文
字
通
り
の
意
味
だ
っ
た
の
だ
。

　

と
は
い
え
、
右
の
引
用
箇
所
に
お
け
る
「
気
が
し
て
き
た
」、「
気
が
し
た
」
と
い
う
文
末
表
現
が
よ
く
示
す
よ
う
に
、「
私
」
に

と
っ
て
生
死
を
問
題
と
し
な
い
世
界
は
、
き
わ
め
て
主
観
的-

感
覚
的
な
も
の
と
し
て
実
感
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

表
現

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
不
確
か
さ
ゆ
え
の
否
定
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
、
そ
も

そ
も
、「
私
」
が
「
突
然
の
転
職
」
に
よ
る
「
き
つ
い
と
こ
ろ
」
を
が
ん
ば
れ
て
い
る
「
根
拠
」
は
、
祖
母
の
「
遺
言
」
と
祖
母
が

遺
し
た
部
屋
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。
あ
る
い
は
、
改
め
て
〈
6
〉
か
ら
次
の
一
節
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

祖
母
か
ら
私
が
受
け
継
い
だ
も
の
は
、
た
と
え
根
拠
の
な
い
迷
信
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
確
か
に
役
立
っ
て
い
く
そ
の
力
、

よ
く
言
わ
れ
る
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
な
の
だ
っ
た
。（
二
一
頁
）



32

　

す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、「「
み
ど
り
の
ゆ
び
」」
と
い
う
能
力
が
「
私
」
に
宿
っ
て
い
る
の
か
否
か
は
空ブ

ラ
ン
ク所

と
さ
れ
た
ま
ま
だ
が
、

「
私
」
が
「
根
拠
の
な
い
迷
信
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
確
か
に
役
立
っ
て
い
く
」
も
の
を
、
祖
母
と
植
物
か
ら
教
え
ら
れ
た
気0

が
し
て

0

0

0

感
覚
的
に
そ
れ
を
受
け
と
め
、
生
死
を
問
題
と
し
な
い
世
界
を
生
き
は
じ
め
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。「
み
ど
り
の
ゆ

び
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
た
「
私
」
の
変
化
と
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
（
視
座
）
の
転
換
を
最
大
の
も
の
と
す

（
（3
（

る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
い
つ
か
死
ぬ
時
、
ひ
と
り
で
も
、
小
さ
な
部
屋
で
も
い
い
か
ら
、
あ
ん
な
清
潔
な
部
屋
を
遣
し
た
い
」
と
い
う

「
私
」
の
願
望
は
、
生
死
を
問
題
と
す
る
世
界
で
の
死
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

前
提
に
し
た
上
で
、
植
物
を
含
め
た
「
生
物
た

ち
」
と
共
生
す
る
、
生
死
を
問
題
と
し
な
い
世
界
で
生
き
て
い
く
意
志
表
明
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
こ
で
「
清
潔
」
と
は
、
生
死

を
問
題
と
す
る
世
界
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
（
汚
れ
）
が
な
い
こ
と
を
表
す
は
ず
で
、
そ
う
し
た
こ
と
ご
と
を
集
約-

象
徴
し

な
が
ら
テ
ク
ス
ト
結
末
に
お
い
て
「
私
」
は
、
ア
ロ
エ
に
励
ま
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
「
山
道
を
登
っ
て
い
っ
た
」。

《
注
》

（
1
）　

拙
論
「「
私
」・
無
意
識
・
小
説
（
家
）
　

―
　

吉
本
ば
な
な
／
金
原
ひ
と
み
　

―
　

」（『
神
奈
川
大
学
評
論
』
二
〇
一
九
・
七
）
参
照
。

（
2
）　

無
署
名
「
創
る
ア
ン
グ
ル　

作
家
吉
本
ば
な
な
／
厳
し
い
鍛
錬
、
短
編
に
実
る
」（『
日
本
経
済
新
聞
』
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
八
）、
二
七
面
。

（
3
）　

収
録
順
に
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」、「
ボ
ー
ト
」、「
西
日
」、「
黒
い
あ
げ
は
」、「
田
所
さ
ん
」、「
小
さ
な
魚
」、「
ミ
イ
ラ
」、「
明
る
い
夕
方
」、「
本
心
」、「
花
と
嵐
と
」、

「
お
や
じ
の
味
」、「
サ
ウ
ン
ド
・
オ
ブ
・
サ
イ
レ
ン
ス
」、「
い
い
か
げ
ん
」
の
一
三
編
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
4
）　

鵜
「
著
者
来
店　
「
吉
本
ば
な
な
自
選
選
集
」
吉
本
ば
な
な
さ
ん
／
さ
さ
や
か
で
大
切
な
も
の
描
く
」（『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
一
・
一
・
一
四
）、
一
三
面
。
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（
5
）　
「
吉
本
ば
な
な
ロ
ン
グ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

短
篇
小
説
の
よ
ろ
こ
び
」（『
文
学
界
』
二
〇
〇
〇
・
一
一
）、
三
〇
六
頁
。
な
お
、
大
井
浩
一
「「
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
」

著
者
吉
本
ば
な
な
さ
ん　

魂
の
抜
け
た
よ
う
な
人
が
い
る
」（『
毎
日
新
聞
』
二
〇
〇
〇
・
一
〇
・
一
）
に
お
い
て
も
、「「『
文
藝
春
秋
』
と
い
う
の
を
す
ご
く
意
識
し

て
書
い
た
。（
読
ん
だ
人
が
）
全
然
何
だ
か
分
か
ら
ん
、
娘
さ
ん
の
言
う
こ
と
は
、
と
な
ら
な
い
よ
う
に
」。
も
ち
ろ
ん
、
仕
掛
け
は
考
え
た
。「
こ
う
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ

す
れ
ば
オ
ヤ
ジ
世
代
の
心
も
ゲ
ッ
ト
で
き
る
と
」（
笑
い
）」（
一
一
面
）
と
い
う
コ
メ
ン
ト
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　

注
（
5
）
に
同
じ
、
三
〇
四
頁
。
な
お
、
著
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
忘
れ
て
い
た
記
憶
や
、
押
し
殺
し
て
い
た
感
情
を
解
放
さ
せ
て
く
れ
る
13
の
短
編
集
。」

（『anan

』
二
〇
〇
〇
・
一
一
・
三
）
に
は
「
匂
い
や
味
、
季
節
の
変
わ
り
目
の
急
に
冷
た
く
な
っ
た
風
だ
と
か
…
。
何
か
を
肉
体
で
感
じ
る
こ
と
で
、
莫
大
な
記
憶

や
深
層
心
理
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
こ
と
っ
て
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
〝
体
の
声
〟
に
敏
感
で
い
る
こ
と
は
、
頭
で
あ
れ
こ
れ
模
索
す
る
よ
り
ず
っ
と
意
味
の
あ
る

こ
と
だ
と
日
々
実
感
し
て
い
る
ん
で
す
」（
一
三
五
頁
）
と
い
う
発
言
も
み
ら
れ
る
。

（
7
）　

長
編
三
部
作
『
王
国 

そ
の
1 
ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
・
ハ
イ
ツ
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
二
）、『
王
国 

そ
の
2 

痛
み
、
失
わ
れ
た
も
の
の
影
、
そ
し
て
魔
法
』（
新
潮
社
、

二
〇
〇
四
）、『
王
国 

そ
の
3 

ひ
み
つ
の
花
園
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
五
）
に
、『
ア
ナ
ザ
ー
・
ワ
ー
ル
ド　

王
国
そ
の
4
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
〇
）
を
く
わ
え
た
シ

リ
ー
ズ
。

（
8
）　

注
（
5
）
に
お
い
て
、「『
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
』
に
も
、
今
ま
で
言
葉
に
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
微
妙
な
身
体
感
覚
の
描
写
が
随
所
に
あ
り
ま
す
ね
」
と
い
う
イ

ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
の
問
い
か
け
に
、
吉
本
は
「
思
想
的
な
こ
と
を
書
く
の
が
得
意
な
人
、
恋
愛
を
書
く
の
が
得
意
な
人
は
他
に
い
る
と
思
う
。
で
も
私
は
漠
然
と
し
た
、

自
然
と
自
分
と
の
関
係
が
得
意
ジ
ャ
ン
ル
な
ん
で
す
。
こ
こ
は
居
心
地
が
悪
い
と
か
、
海
辺
に
い
る
と
こ
う
い
う
気
分
に
な
る
、
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
身
体
の
感
覚

や
、
記
憶
に
関
し
て
考
え
る
こ
と
を
文
に
す
る
の
は
わ
り
と
う
ま
い
方
だ
と
思
う
の
で
、
頑
張
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」（
三
一
五
頁
）
と
応
じ
て
い
る
。

（
9
）　

光
野
桃
「〝
す
べ
て
の
生
き
物
は
死
ぬ
ま
で
生
き
抜
く
〟
と
い
う
真
理
の
清
冽
さ　

吉
本
ば
な
な
『
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
』」（『
文
藝
春
秋
』
二
〇
〇
〇
・
一
二
）、

三
九
四
頁
。

（
10
）　

注
（
9
）
に
同
じ
、
三
九
五
頁
。

（
11
）　

長
薗
安
浩
「
肉
体
が
囁
き
か
け
る
「
感
覚
」
を
取
り
戻
そ
う
／
女
性
だ
け
の
特
権
に
し
て
お
く
の
は
つ
ま
ら
な
い　

吉
本
ば
な
な
『
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
』」

（『
週
刊
朝
日
』
二
〇
〇
〇
・
一
二
・
八
）、
一
二
六
頁
。
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（
12
）　

安
田
正
典
「
み
ど
り
の
ゆ
び
の
指
さ
す
方
角
　

―
　

吉
本
ば
な
な
の
小
説
を
読
む
」（『
高
校
国
語
教
育
』
二
〇
〇
三
・
五
）、
一
三
頁
。
な
お
、
石
原
千
秋
「
教
室
で

教
え
ら
れ
る
こ
と
」（『
日
本
語
学
』
二
〇
〇
三
・
六
）
に
は
、「
一
人
の
女
性
が
植
物
で
あ
る
ア
ロ
エ
と
の
交
流
（
？
）
に
よ
っ
て
祖
母
の
死
を
乗
り
越
え
る
物
語
」

（
六
五
～
六
六
頁
）
と
い
う
要
約
が
あ
り
、
差
異
／
同
一
性
が
み
ら
れ
る
。

（
13
）　

注
（
12
）
に
同
じ
、
一
六
頁
。

（
14
）　

神
田
富
士
男
「
癒
さ
れ
た
後
に
　

―
　

吉
本
ば
な
な
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
を
読
む
」（『
月
刊
国
語
教
育
』
二
〇
〇
四
・
三
）、
一
〇
三
頁
。

（
15
）　

注
（
14
）
に
同
じ
、
一
〇
三
頁
。

（
16
）　

青
嶋
康
文
「
孤
か
ら
個
へ
　

―
　

吉
本
ば
な
な
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
を
読
む
」（『
月
刊
国
語
教
育
』
二
〇
〇
四
・
七
）、
五
四
頁
。

（
17
）　

注
（
16
）
に
同
じ
、
五
五
頁
。

（
18
）　

も
ち
づ
き
み
つ
こ
「
吉
本
ば
な
な
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
に
つ
い
て
」（『
静
岡
近
代
文
学
』
二
〇
〇
九
・
一
二
）、
五
〇
頁
。
同
論
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
注
目
点
や
解

釈
に
関
し
て
、
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。

（
19
）　

佐
々
木
義
登
「
吉
本
ば
な
な
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
語
り
を
読
む
　

―
　

揺
さ
ぶ
ら
れ
る
〈
わ
た
し
の
な
か
の
他
者
〉　―
　

」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
一
・
八
）、
一
五

頁
。

（
20
）　

注
（
19
）
に
同
じ
、
二
二
頁
。

（
21
）　

井
上
明
芳
「
教
材
と
し
て
の
吉
本
ば
な
な
「
み
ど
り
の
ゆ
び
」
の
構
造
分
析
　

―
　

経
験
さ
れ
る
物
語
　

―
　

」（『
國
學
院
大
學
教
育
学
研
究
室
紀
要
』
二
〇
一
七
・

二
）、
七
三
頁
、
八
二
頁
。

（
22
）　

長
谷
川
弘
基
「
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
的
歪
み
　

―
　

『
体
は
全
部
知
っ
て
い
る
』」（
現
代
女
性
作
家
読
本
刊
行
会
編
『
現
代
女
性
作
家
読
本
⑬
よ
し
も
と
ば
な
な
』
鼎
書
房
、

二
〇
一
一
）、
七
四
頁
。

（
23
）　

拙
著
『
太
宰
治
の
小
説
表
現
』（
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ブ
レ
イ
ン
、
二
〇
二
二
）
ほ
か
参
照
。

（
24
）　

注
（
21
）
に
お
い
て
井
上
は
、「
こ
の
明
確
な
「
感
じ
」
が
過
去
回
想
に
入
る
き
っ
か
け
」（
七
四
頁
）
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
25
）　

注
（
21
）
に
同
じ
、
七
二
頁
。
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（
26
）　

小
倉
智
史
「
教
材
研
究
・
よマ

マ

し
も
と
ば
な
な
『
み
ど
り
の
指マ

マ

』
　

―
　

一
人
称
視
点
「
私
」
か
ら
の
描
写
の
整
理
　

―
　

」（『
宇
大
国
語
論
究
』
二
〇
〇
六
・
三
）
に
は
、

「
作
品
中
の
祖
母
、
あ
る
い
は
植
物
た
ち
は
、
あ
く
ま
で
も
「
私
」
の
視
点
か
ら
切
り
取
ら
れ
て
い
る
」（
三
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。

（
27
）　

祖
母
の
病
気
が
子
宮
癌
で
あ
る
こ
と
に
は
、（
性
的
な
表
徴
よ
り
も
む
し
ろ
）
再
生
産-

生
／
死
に
関
わ
る
機
能
の
病
と
い
う
意
味
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
も
と

よ
り
、
祖
母
は
死
を
迎
え
る
が
、
植
物
と
友
達
に
な
っ
て
つ
な
が
り
、「
私
」
の
記
憶
に
も
生
き
つ
づ
け
て
い
く
。
そ
の
意
味
で
、
生
物
学
的
な
死
を
描
く
こ
と
は
、

対
照
的
な
世
界
を
展
開
す
る
要
と
も
な
っ
て
い
る
。

（
28
）　

モ
ー
リ
ス
・
ド
リ
ュ
オ
ン
／
安
藤
次
男
訳
『
み
ど
り
の
ゆ
び
〔
新
版
〕』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
に
お
い
て
、
主
人
公
の
チ
ト
が
も
っ
て
い
る
「
み
ど
り
の
お
や

ゆ
び
」
は
、
そ
れ
を
認
め
た
ム
ス
タ
ー
シ
ュ
じ
い
さ
ん
に
よ
れ
ば
「
目
に
は
見
え
な
い
」、「
皮
膚
の
下
で
お
こ
る
」、「
か
く
さ
れ
た
才
能
と
よ
ば
れ
て
い
る
」
も
の
で
、

「〈
み
ど
り
の
お
や
ゆ
び
〉
が
こ
の
種
の
ひ
と
つ
に
さ
わ
る
と
、
種
は
ど
こ
に
い
て
も
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
花
が
咲
く
」（
五
四
頁
）
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）　

宮
畑
一
範
「
列
挙
法
（enum

eration
）」（
瀬
戸
賢
一
・
宮
畑
一
範
・
小
倉
雅
明
編
『［
例
解
］
現
代
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
二
二
）
に
お
い
て

は
、「
全
体
を
構
成
す
る
部
分
を
い
く
つ
も
挙
げ
る
と
全
体
に
近
づ
き
ま
す
」、「
と
く
に
こ
の
「
全
体
」
が
場
所
に
関
わ
る
場
合
は
、
数
の
多
さ
よ
り
も
至
る
と
こ
ろ

と
い
う
意
味
に
力
点
が
移
る
こ
と
が
あ
る
」（
二
二
三
頁
）
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
こ
の
場
面
に
も
こ
う
し
た
効
果
が
み
ら
れ
る
。

（
30
）　

し
た
が
っ
て
、
先
行
研
究
で
論
及
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
癒
や
し
や
批
評
性
は
、
テ
ク
ス
ト
に
書
か
れ
て
は
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

。




