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小
島
信
夫
の
初
期
小
説
を
語
る
上
で
『
公
園
／
卒
業
式　

小
島
信
夫
初
期
作
品
集
』

（
講
談
社
文
芸
文
庫
二
〇
一
四
年
六
月
）
は
、
重
要
で
あ
る
。
文
庫
本
は
冬
樹
社
か
ら

一
九
七
四
年
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
同
名
の
短
編
集
（
た
だ
し
、
副
題
は
「
初
期
作
品

集
」）
が
底
本
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
底
本
の
「
解
説
」
は
、「
美
濃
」
で
小
島
の

年
譜
作
成
を
め
ぐ
る
問
題
の
中
心
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
、
平
光
善
久

に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

平
光
は
、「
裸
木
」（
一
九
三
五
年
）
を
代
表
作
と
し
て
、
初
期
作
品
群
の
中
の
「
親

族
の
死
」
を
め
ぐ
る
系
譜
に
注
目
し
て
い
る
。「
裸
木
」
に
見
ら
れ
る
長
兄
の
死
を
め

ぐ
る
系
譜
の
他
に
、「
春
の
日
曜
の
一
日
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
四
姉
峯
子
の
死
、

「
凧
」（
一
九
三
七
年
）、「
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
偉
大
な
こ
と
な
の
で
」（
一
九
三
九

年
）
に
見
ら
れ
る
父
の
死
な
ど
を
、
そ
の
系
譜
を
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る

が
、
特
に
長
兄
の
死
は
長
篇
「
女
流
」（
一
九
六
〇
年
）
に
結
実
す
る
も
の
と
し
て
重

要
で
あ
る
。

ま
た
、
平
光
は
小
島
の
「
死
」
の
描
写
に
つ
い
て
「
恥
」
の
描
写
と
重
ね
て
描
く

こ
と
に
そ
の
特
質
を
見
出
し
、
そ
の
根
源
に
は
、
戦
争
か
ら
「
生
き
残
る
」
こ
と
の

羞
恥
と
い
う
感
覚
を
持
ち
続
け
た
小
島
の
姿
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
矛
盾
か
ら
「
滑

稽
」
あ
る
い
は
「
ユ
ー
モ
ア
」
と
い
う
要
素
を
抽
出
す
る
。

だ
が
、
平
光
の
理
解
で
は
、「
よ
み
が
え
る
」（
一
九
四
七
年
）
を
「
コ
ン
ト
」
と

み
な
し
、「
公
園
」（
一
九
四
〇
年
）
と
と
も
に
、
そ
の
「
発
見
」
に
至
る
経
緯
を
簡

単
に
紹
介
す
る
だ
け
で
、
こ
れ
ら
の
小
説
の
「
初
期
」
に
お
け
る
位
置
付
け
に
対
し

て
ほ
ぼ
言
及
し
て
い
な
い
。

一
方
、
文
庫
本
に
よ
る
再
刊
の
際
に
「
解
説
」
を
書
い
た
の
は
佐
々
木
敦
で
あ
る
。

既
に
『
群
像
』
の
連
載
中
の
「
町
」
が
そ
の
ま
ま
「
別
れ
る
理
由
」
に
移
行
し
、「
町
」

は
独
立
し
て
作
品
集
『
ハ
ッ
ピ
ネ
ス
』
と
し
て
上
梓
、『
靴
の
話
／
眼
』
が
「
戦
争
小

説
集
」、『
城
壁
／
星
』
が
「
短
編
小
説
集
」
と
い
う
副
題
が
添
え
ら
れ
て
刊
行
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
」
の
芥
川
賞
受
賞
（
一
九
五
五
年
）、

『
抱
擁
家
族
』（
一
九
六
五
年
）
を
踏
ま
え
た
上
で
の
こ
の
「
初
期
作
品
集
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
は
、
佐
々
木
の
指
摘
の
様
に
、
事
後
的
に
み
れ
ば
そ
れ
ま
で
の
全
体
が
「
初

期
」
の
中
に
あ
る
と
み
な
す
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
小
島
の
「
初
期
」
の
創
作
の
中
か
ら
「
戦
争
」
と
「
幻
想
」
と

い
う
二
つ
の
系
譜
が
除
か
れ
た
も
の
が
「
初
期
作
品
集
」
で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
「
初
期
」
の
設
定
に
全
く
意
味
が
な
い
訳
で
は
な
く
、

「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ス
ク
ー
ル
」
の
前
年
が
「
吃
音
学
院
」（
一
九
五
三
年
）
で
あ
り
、

こ
の
時
期
の
作
品
は
先
の
二
つ
の
短
編
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
時
期
的
に
は

「
初
期
」
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
し
、
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
た
講
談
社
版
『
小

島
信
夫
全
集
』
の
「
短
篇
小
説　

Ⅰ
」（
一
九
七
一
年
）
の
巻
に
は
未
収
録
で
あ
っ
た

「
公
園
」
が
タ
イ
ト
ル
に
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
、
分
か
ら
な
い
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
に
し
て
も
平
光
は
「
公
園
」
と
「
卒
業
式
」
と
い
う
二
作
品
を
あ
ま
り
に

も
軽
視
し
て
は
い
な
い
か
。
こ
こ
で
拘
っ
て
る
の
は
、
何
故
こ
の
二
タ
イ
ト
ル
は
全

体
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
選
ば
れ
た
の
か
。
ま
た
、
そ
の
理
由
に
平
光
は
納
得
し
て
い

公
園
で
啼
く
あ
る
い
は
「
公
園
」
を
笑
う

―
小
島
信
夫
の
初
期
小
説
に
つ
い
て

疋

田

雅

昭
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な
い
の
だ
と
し
て
も
、
編
集
者
（
？
）
に
よ
る
こ
の
選
択
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は

な
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
先
の
佐
々
木
も
「
最
初
期
の
振
れ
幅
を
示
し
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。「
公
園
」
と
い
う
小
説
の
存
在
は
、
先
に
挙
げ
た

全
集
の
自
己
解
説
「
解
説
を
か
ね
た
《
あ
と
が
き
》」
に
も
「
雑
誌
（『
崖
』
一
九
四

〇
年
七
月
の
こ
と
―
論
者
注
）
が
手
に
入
ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
同
時
期
の

小
説
と
し
て
簡
単
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
全
集
に
は
「
裸
木
」「
凧
」「
鉄

道
事
務
所
」「
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
偉
大
な
こ
と
な
の
で
」「
往
還
」
し
か
紹
介
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
最
初
期
の
二
作
品
（
旧
制
中
学
時
代
の
作
文
と
し
て
「
発
見
」
さ

れ
た
と
平
光
の
「
解
説
」
に
あ
る
）
や
公
園
以
下
の
六
作
品
の
ど
れ
が
短
編
集
の
タ

イ
ト
ル
に
な
っ
て
も
よ
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

実
際
に
、
平
光
は
上
記
五
作
品
を
初
期
の
中
心
と
み
な
し
て
い
る
の
で
、
そ
こ
か

ら
「
死
」
と
い
う
テ
ー
マ
が
抽
出
さ
れ
る
の
は
よ
く
分
か
る
。
だ
が
、
そ
の
作
品
群

か
ら
「
笑
い
」
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
見
出
す
の
は
、
や
や
強
引
な
手
付
き
で
あ
る
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
本
論
は
、
小
島
の
初
期
小
説
に
つ
い
て
、
そ
の
短
編
集
の
タ
イ
ト

ル
を
視
座
と
し
て
、
そ
の
原
像
の
形
成
過
程
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

１　

中
学
時
代
の
習
作

短
編
集
の
最
初
期
の
二
作
品
「
春
の
日
曜
の
一
日
」「
彼
の
思
い
出
を
盗
ん
で
」
は
、

中
学
校
時
代
に
書
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
習
作
」
と
さ
れ
そ
う
な
小
品
で
あ
る
。
ど
ち

ら
も
自
分
の
思
い
出
（
あ
る
い
は
記
憶
）
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
中
学

校
の
同
級
生
と
絵
を
描
い
て
い
る
現
在
と
そ
こ
か
ら
想
起
さ
れ
る
姉
の
死
に
際
の
記

憶
の
時
間
、
後
者
は
大
正
四
年
生
ま
れ
の
或
る
人
物
の
最
も
古
い
記
憶
、
小
学
校
時

代
の
記
憶
が
、
語
り
の
現
在
と
と
も
に
語
ら
れ
る
。

前
者
は
「
僕
」
に
よ
る
一
人
称
、
後
者
は
「
彼
」
と
い
う
三
人
称
に
よ
っ
て
語
ら

れ
な
が
ら
、
両
作
品
と
と
も
に
「
最
後
の
一
文
」
に
突
然
語
り
の
現
在
が
表
出
す
る
。

前
者
は
「
あ
あ
楽
し
く
も
あ
り
悲
し
く
も
あ
っ
た
春
の
一
日
」、
後
者
は
「
以
上
が
自

分
が
小
学
校
時
代
の
彼
の
思
い
出
を
盗
ん
だ
一
部
分
で
あ
る
」
と
い
う
一
節
で
終
わ
っ

て
い
る
。
前
者
で
は
、
最
後
の
一
文
が
な
け
れ
ば
、
詳
細
な
風
景
描
写
と
そ
こ
か
ら

生
じ
る
身
体
的
苦
痛
と
い
う
両
者
の
矛
盾
は
投
げ
出
さ
れ
た
ま
ま
に
な
る
が
、
最
後

の
一
文
は
そ
の
矛
盾
を
稚
拙
な
が
ら
も
一
気
に
止
揚
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

後
者
で
も
同
様
で
あ
る
が
、「
彼
の
思
い
出
を
盗
ん
で
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
最
初

か
ら
分
か
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
効
果
は
、
む
し
ろ
語
ら
れ
た
「
彼
の
思
い

出
」
を
盗
ん
で
「
小
説
」
に
仕
立
て
上
げ
た
の
が
紛
れ
も
な
い
語
り
手
で
あ
り
、
そ

の
語
り
手
が
「
彼
」
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
最
後
に
突
然
表
出
さ
れ

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
二
作
の
「
僕
」
と
「
彼
」
は
同
じ
人
物
で
あ
り
小
島
自
身
（≒

語
り
手
）
を

指
す
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
偶
然
「
発
見
」
さ
れ
た
二
作
を
「
連
作
」
と
し

て
み
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
二
作
の
共
通
点
は
「
偶
然
」
と
考
え
る

べ
き
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
両
者
に
は
、
ユ
ー
モ
ア
と
深
刻
さ
の
共
存
と
い
っ

た
描
写
態
度
や
、
そ
の
「
生
」
を
見
つ
め
る
視
線
に
裏
打
ち
さ
れ
る
「
死
」
の
観
念
、

さ
ら
に
そ
の
経
験
を
「
小
説
」
の
形
式
に
仕
立
て
よ
う
と
す
る
そ
の
「
痕
跡
」
が
そ

の
ま
ま
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
佐
々
木
敦

は
「
作
文
と
呼
ん
で
い
い
よ
う
な
長
さ
だ
が
、
し
か
し
読
ま
れ
る
通
り
、
こ
れ
ら
は

「
小
説
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
指
摘
の
あ
と
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
こ
に
は
既
に
、
自
分
自
身
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
視
線
、「
私
」
を
客
観
視

し
よ
う
と
す
る
態
度
が
、
端
的
に
、
ほ
と
ん
ど
強
引
な
鮮
や
か
さ
で
現
れ
て
い

る
。
い
や
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。「
僕
」
の
こ
と
を
「
彼
」

と
書
い
た
途
端
に
「
僕
か
ら
「
彼
」
が
分
離
す
る
。
あ
っ
さ
り
と
自
己
は
二
重

化
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う
な
っ
た
か
ら
に
は
、
そ
の
後
は
「
僕
」
と
書
い
た
と

し
て
も
、
も
は
や
そ
れ
は
単
な
る
「
僕
」
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
甘
美
で
だ
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が
残
酷
な
真
理
に
、
た
ぶ
ん
小
島
信
夫
は
最
初
か
ら
気
付
い
て
い
た
。

佐
々
木
が
指
摘
す
る
ほ
ど
に
、
こ
れ
ら
の
小
品
を
読
む
人
の
誰
も
が
紛
う
こ
と
な

く
「
小
説
」
で
あ
る
と
考
え
る
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
こ

こ
か
ら
分
か
る
の
は
、
己
の
体
験
を
描
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
小
島
に
と
っ

て
「
小
説
」
を
書
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
不
可
避
な
困
難
さ
と
出
会
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
が
最
後
に
ユ
ー
モ
ア
や
戸
惑
い
を
も
っ
て
表
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ

の
困
難
さ
を
、
小
島
は
無
視
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
だ
。

小
島
の
「
前
衛
」
―
そ
う
言
わ
れ
る
彼
の
小
説
―
が
、「
体
験
」
や
「
記
憶
」

そ
し
て
そ
れ
ら
を
「
小
説
」
に
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
主
題
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は

疑
い
よ
う
の
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
小
説
を
書
く
と
い
う
制
度
性
―
あ
る
い
は
そ

の
違
和
感
―
を
無
視
で
き
な
い
小
島
の
姿
そ
の
も
の
に
起
源
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
、
こ
の
二
つ
の
小
品
は
、
我
々
に
語
り
か
け
て
い
る
の
だ
。
小
説
と
は
、
本
来
非

常
に
特
殊
な
文
の
あ
り
方
で
あ
る
。
も
し
、
小
説
の
文
体
の
ま
ま
目
の
前
の
相
手
が

話
し
出
し
た
ら
、
我
々
は
面
を
喰
ら
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
小
説
で
あ
る

と
了
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
形
式
性
が
も
つ
「
不
自
然
さ
」
を
な
か
っ
た
こ

と
と
し
て
受
容
す
る
と
い
う
我
々
の
態
度
が
発
動
さ
れ
、
作
家
と
読
者
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
の
だ
。
だ
が
、
も
し
作
家
自
身
が
こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
方
法
自
体
に
疑
問
を
持
ち
続
け
な
が
ら
書
い
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
…
…
。

小
島
信
夫
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

２　

舞
台
と
し
て
の
「
公
園
」　

あ
る
い
は　

辿
り
着
く
こ
と
の
な
い
背
景

佐
々
木
敦
は
、「
初
期
小
説
」
を
、
そ
の
掲
載
順
が
発
表
順
で
も
あ
る
こ
と
に
注
目

し
三
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
類
す
る
。
最
初
が
先
の
中
学
時
代
の
二
作
品
。「
裸
木
」
か

ら
「
公
園
」
に
至
る
一
高
、
東
京
帝
大
時
代
の
戦
前
も
の
。
そ
し
て
、「
よ
み
が
え

る
」
か
ら
「
ふ
ぐ
り
と
原
子
ピ
ス
ト
ル
」
に
至
る
復
員
直
後
の
五
篇
で
あ
る
。
確
か

に
、「
公
園
」
は
一
連
の
初
期
小
説
の
中
で
は
異
質
な
存
在
で
あ
る
。

第
三
ブ
ロ
ッ
ク
の
「
汽
車
の
中
」「
佐
野
先
生
感
傷
日
記
」「
卒
業
式
」
の
中
で
「
卒

業
式
」
を
考
え
る
こ
と
の
重
要
性
は
別
稿
に
譲
る
と
し
て
、
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け

る
「
公
園
」
は
一
連
の
初
期
小
説
の
中
で
は
異
質
な
存
在
で
あ
る
。
多
く
の
作
品
を

全
集
と
重
ね
る
第
二
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
「
死
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
読
み
を
軸
に
考

え
る
平
光
の
読
み
は
ひ
と
ま
ず
穏
当
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

「
公
園
」
を
表
題
に
し
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
「
新
発
見
」
の
資
料
的
価
値
で
、
既
存
の

全
集
収
録
と
の
違
い
を
強
調
し
た
販
売
戦
略
と
し
て
理
解
出
来
る
。
だ
が
、
そ
れ
で

は
、「
公
園
」
を
異
質
の
存
在
と
し
て
例
外
的
に
理
解
す
る
こ
と
と
同
義
な
の
で
あ

る
。確

か
に
、「
公
園
」
で
は
誰
の
死
も
想
起
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
小
島
自
身
と
目
さ
れ

る
人
物
も
登
場
し
な
い
し
、
そ
の
経
験
が
直
接
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
話
題
で
も

な
い
。
物
語
は
、「
女
」
を
待
つ
「
男
」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
。
全
体
を
通
じ
て
男

に
の
み
内
的
焦
点
化
し
、「
女
」
の
心
情
は
最
後
ま
で
分
か
ら
な
い
。
分
か
ら
な
い
の

は
「
女
」
の
心
情
の
み
で
は
な
い
。
一
年
ぶ
り
に
逢
う
男
女
の
詳
細
は
最
後
ま
で
語

れ
る
こ
と
も
な
く
、
繰
り
返
さ
れ
る
「
媾
曳
」
が
何
故
に
「
年
に
一
回
」
な
の
か
、

お
互
い
が
相
手
に
抱
く
感
情
が
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
も
全
く
不
明
な
ま
ま
で
あ
る
。

二
人
が
待
ち
合
わ
せ
た
場
所
も
明
確
で
は
な
い
。「
女
」
か
ら
待
つ
よ
う
に
指
定
さ

れ
た
「
銀
座
に
そ
の
本
店
が
あ
る
□
□
堂
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
そ
こ
が
銀
座
で

は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
銀
座
以
外
で
待
ち
合
わ
せ
た
場
合
、
女
が
男

を
銀
座
の
店
で
待
た
せ
て
い
る
理
由
が
不
明
に
な
る
。
戻
っ
て
来
た
「
女
」
と
と
も

に
「
向
島
へ
行
く
２
番
の
薄
汚
い
市
電
」
に
載
る
が
、
こ
の
時
の
行
き
先
は
上
野
恩

寵
公
園
で
あ
る
。
昭
和
十
五
年
当
時
に
二
人
が
載
っ
た
「
市
電
」
は
、「
旧
02
系
統
」

で
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
昭
和
15
年
時
に
こ
の
02
系
の
路
線
は
恐
ら
く
以
下
の
よ
う

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
物
語
に
関
係
す
る
駅
名
を
太
字
で
強
調
し
て
あ
る
。
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三
田
＝
四
国
町
＝
芝
園
橋
＝
増
上
寺
前
（
芝
公
園
）＝
御
成
門
＝
田
村
町
四
丁
目

（
西
新
橋
三
丁
目
）＝
田
村
町
（
田
村
町
一
丁
目
）＝
内
幸
町
＝
日
比
谷
（
日
比
谷

公
園
→
日
比
谷
）＝
馬
場
先
門
＝
和
田
倉
門
＝
大
手
町
＝
神
田
橋
＝
美
土
代
町
＝

小
川
町
＝
淡
路
町
＝
松
住
町
＝
旅
篭
町
＝
末
広
町
＝
黒
門
町
＝
上
野
広
小
路
＝

上
野
公
園
＝
京
成
電
車
前
＝
上
野
駅
南
口
＝
上
野
駅
前
＝
稲
荷
町
＝
清
島
町
＝

菊
屋
橋
＝
田
原
町
＝
雷
門
＝
吾
妻
橋
西
（
浅
草
）＝
吾
妻
橋
東
×
＝
吾
妻
橋
一
丁

目
＝
吾
妻
橋
二
丁
目
＝
言
問
橋
＝
向
島
二
丁
目
＝
向
島
三
丁
目
×
＝
向
島
（
向

島
須
崎
町
）

新
30
と
新
37
系
統
を
含
む
こ
の
路
線
は
、
昭
和
十
五
年
当
時
は
三
田
か
ら
向
島
（
向

島
須
崎
町
）
ま
で
を
結
ん
で
い
た
。
沿
線
に
は
、
壇
上
寺
前
（
芝
公
園
）
も
日
比
谷

（
日
比
谷
公
園
）
も
含
む
の
で
二
人
が
移
動
し
た
「
市
電
」
は
自
ず
か
ら
限
定
さ
れ
る

が
、
当
時
銀
材
に
本
店
が
あ
り
、「
上
野
公
園
」
か
ら
「
銀
座
七
丁
目
」
ま
で
の
間
に

存
在
し
「
銀
座
に
本
店
」
が
あ
る
「
□
□
堂
」
と
い
う
場
所
が
あ
る
駅
が
不
明
な
の

だ
。こ

こ
で
待
ち
合
わ
せ
を
し
た
「
女
」
は
二
人
の
子
供
連
れ
て
現
れ
る
。
こ
の
場
面

だ
け
、
乳
母
車
に
載
っ
て
い
な
い
子
供
を
「
も
う
ひ
と
り
の
男
の
子
供
」
と
表
現
し

て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
も
う
ひ
と
り
の
」
と
い
う
修
飾
語
の
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。

乳
母
車
の
「
子
供
」
の
性
別
が
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
子
供
に
対
し
て
の
「
も

う
ひ
と
り
」
と
な
る
の
で
、「
男
の
子
」
と
す
る
と
必
然
的
に
乳
母
車
の
子
供
も
「
男

の
子
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
逆
に
言
え
ば
、
別
の
「
男
」
を
想
定
し
た
表
現
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
、
こ
う
い
う
曖
昧
さ
を
利
用
し
つ
つ
意
味
の
多
義
性
を
生

み
出
し
て
ゆ
く
よ
う
な
表
現
は
、
小
島
の
初
期
作
品
か
ら
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く

分
か
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
混
乱
は
、「
男
」「
女
」
と
い
う
呼
び
方
に
加
え
、
直
接
話
法
に

鍵
括
弧
等
の
記
号
を
使
用
し
な
い
こ
と
か
ら
も
生
じ
て
い
る
。

か
な
り
の
長
身
を
車
に
凭
せ
て
男
の
目
の
下
を
歩
い
て
行
く
そ
の
女
の
姿
は
男

の
心
を
明
る
く
し
始
め
た
。
女
は
途
々
男
の
顔
を
見
上
げ
て
、
こ
の
あ
た
り
を

散
歩
す
る
時
に
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
男
に
会
い
は
し
な
い
か
と
い
つ
も
思
っ
て
い

た
と
言
っ
た
。
今
日
は
？　

と
思
わ
ず
男
が
冗
談
に
し
た
口
を
聞
く
と
、
今
日

も
思
っ
て
い
た
が
こ
の
子
が
や
ん
茶
を
言
い
出
し
た
か
ら
…
…
と
答
え
た
。
そ

う
で
す
か
？　

と
言
い
な
が
ら
男
は
そ
の
よ
う
な
期
待
な
ら
自
分
に
も
あ
っ
た
、

だ
が
い
っ
た
い
女
の
そ
の
よ
う
な
期
待
は
ど
う
い
う
性
質
の
も
の
な
の
か
、
男

は
多
少
目
分
の
心
が
揺
れ
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。	

（
83
）

会
話
表
現
自
体
は
直
接
話
法
の
よ
う
な
描
写
も
多
い
が
、
鍵
括
弧
等
と
固
有
名
詞

が
な
い
た
め
に
、
発
話
さ
れ
て
い
な
い
心
内
語
と
発
話
さ
れ
た
台
詞
と
地
の
文
の
区

別
が
曖
昧
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。

分
か
り
に
く
い
が
、
こ
の
引
用
部
の
始
め
に
語
ら
れ
る
「
男
の
心
を
明
る
く
し
」

た
女
の
姿
と
、
最
後
の
「
自
分
の
心
が
揺
れ
て
い
る
」
は
、
矛
盾
し
つ
つ
も
こ
の
男

の
気
分
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
表
現
だ
。
前
者
で
男
の
心
を
「
明
る
く
」
し
た
の
は

女
が
乳
母
車
を
押
す
姿
で
あ
り
、
そ
れ
は
男
が
実
は
結
婚
し
て
い
る
こ
と
を
女
に
告

白
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
と
対
応
す
る
。
一
方
で
、
女
の
曖
昧
な
言
葉
に
揺
れ
る

気
持
ち
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
「
媾
曳
」
の
事
情
が
鑑
み
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
女
が
こ
ど
も
を
連
れ
て
い
た
理
由
が
、「
幼
稚
園
の
迎
え
」
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
も
重
要
で
あ
る
。
一
八
八
九
（
明
治
二
二
）
年
の
「
幼
稚
園
保
育
及
び
設
備

規
定
」
の
制
定
は
、
一
八
八
〇
年
以
降
、
文
部
省
が
そ
の
設
置
を
推
奨
し
た
簡
易
幼

稚
園
や
貧
民
幼
稚
園
を
排
除
し
、
そ
れ
ま
で
文
部
省
が
批
判
し
て
い
た
中
上
流
階
層

の
普
通
幼
稚
園
を
「
幼
稚
園
」
と
し
て
制
度
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
一
方
で
こ

れ
は
、
労
働
者
階
層
＝
低
所
得
者
階
層
を
「
幼
稚
園
」
に
通
う
対
象
か
ら
外
し
、
現

在
の
保
育
園
（
託
児
所
）
に
囲
い
込
も
う
と
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
大
岡
紀
理
子

の
調
査
に
よ
る
と
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
の
時
点
で
の
五
歳
児
の
就
園
率
は
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10
％
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
数
字
か
ら
見
て
も
、
銀
座
周
辺
に
住
む
子
供
を
幼
稚
園
に

通
わ
せ
る
女
の
裕
福
ぶ
り
が
わ
か
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
女
の
夫
―
こ
の
こ

ど
も
た
ち
の
父
親
に
関
す
る
描
写
が
全
く
な
い
こ
と
が
逆
に
気
に
な
っ
て
く
る
。

そ
の
中
男
は
ま
ず
自
分
の
分
だ
け
ト
ー
ス
ト
と
茶
を
頼
ん
で
そ
れ
が
す
ん
だ
頃

や
っ
と
女
の
姿
が
表
の
窓
ガ
ラ
ス
に
映
り
、
店
へ
入
る
と
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
見
廻

し
て
い
た
が
、
彼
の
所
在
を
つ
き
と
め
る
と
さ
っ
さ
と
又
出
て
行
っ
た
。
男
は

女
が
自
分
の
前
に
腰
を
下
す
と
ば
か
り
思
っ
て
い
た
の
で
何
か
驚
い
て
続
い
て

店
を
出
た
。
男
に
は
そ
の
一
事
が
妙
に
印
象
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
女
の
心
が
ま

だ
何
と
も
自
分
に
分
か
り
か
ね
て
い
る
こ
と
が
男
に
は
そ
の
一
事
で
改
め
て
思

い
知
ら
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ
た
。	

（
84
）

単
に
男
が
女
の
気
持
ち
を
は
か
り
か
ね
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
実
は
こ
う

し
た
他
者
の
了
解
不
可
能
性
と
い
う
テ
ー
マ
が
小
島
文
学
に
表
出
さ
れ
る
時
に
は
、

「
移
動
」
と
と
も
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
小
説
で
も
、
映
画
な

ど
の
提
案
を
拒
否
し
、
た
だ
歩
く
こ
と
を
提
案
す
る
の
は
い
つ
も
女
の
方
で
あ
る
（
公

園
を
行
き
先
に
提
案
す
る
の
は
男
な
の
だ
が
）。
女
の
移
行
す
る
先
に
男
は
つ
い
て
行

く
。
男
は
女
の
会
話
か
ら
暗
示
さ
れ
る
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
理
解
出
来
な
い
。
だ
が
、

女
へ
の
関
心
が
尽
き
る
こ
と
も
な
い
。

男
は
女
と
肩
を
並
べ
て
坐
る
と
会
合
の
一
寸
し
た
晶
嘗
が
さ
め
て
来
、
今
日
果

す
筈
の
用
件
の
語
り
難
さ
が
浮
び
上
り
、
市
電
の
煩
し
い
の
ろ
さ
が
如
何
に
も

そ
の
厭
わ
し
さ
を
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
い
つ
も
の
よ
う
に
男
に
は
怠

く
つ
さ
が
襲
っ
て
来
た
。	

（
84
）

男
は
い
つ
も
女
の
言
葉
を
「
解
釈
」
し
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て
「
正

解
」
に
は
辿
り
着
か
な
い
。
辿
り
つ
く
よ
り
も
前
に
言
葉
は
次
か
ら
次
へ
移
ろ
っ
て

ゆ
く
か
ら
だ
。
ま
た
、
言
葉
は
自
ら
が
移
動
し
て
い
な
い
時
に
は
停
滞
す
る
。
そ
れ

は
喫
茶
だ
け
で
は
な
く
市
電
の
中
で
も
同
様
だ
。
市
電
は
公
園
か
ら
公
園
へ
の
移
動

手
段
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
車
内
は
誰
も
移
動
し
な
い
空
間
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
用
件
」
と
は
、
男
が
結
婚
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
告
白
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
女
と
の
「
媾
曳
」
を
も
終
わ
り
に
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
告
白
だ
…
。

だ
が
、
結
婚
そ
の
も
の
は
既
に
確
定
し
た
事
実
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
男
の

選
択
肢
は
、
そ
れ
を
言
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。

男
は
又
お
な
じ
言
葉
を
繰
り
返
し
た
。
男
に
は
過
去
が
甦
っ
た
。
男
は
女
が
自

分
に
過
去
を
甦
ら
せ
る
つ
も
り
か
も
知
れ
な
い
と
ふ
と
疑
え
た
。	

（
85
）

男
に
甦
っ
た
「
過
去
」
と
は
何
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
女
に
も
「
過
去
を
甦
ら

せ
る
つ
も
り
」
が
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
男
の
願
望
で
あ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
男
は
な
か
な
か
そ
の
「
用
件
」
を
打
ち
明
け
な
い
。
そ
れ

は
、
男
が
女
に
感
じ
る
「
退
屈
さ
」
と
女
か
ら
の
不
思
議
な
牽
引
力
と
の
間
に
あ
る

逡
巡
で
あ
る
。

一
方
、
女
か
ら
の
告
白
は
、
こ
の
一
年
間
に
病
気
に
な
っ
て
銀
行
の
仕
事
を
辞
し

た
こ
と
で
あ
っ
た
。

男
は
ほ
と
ん
ど
年
に
一
度
で
は
あ
る
が
、
購
曳
す
る
時
い
つ
も
何
と
な
く
何
処

か
の
公
園
へ
連
れ
て
行
き
公
園
の
中
で
し
ょ
う
こ
と
な
さ
に
疲
れ
て
了
う
の
で

あ
っ
た
。
女
は
格
別
そ
れ
に
不
服
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
っ
た
。	

（
86
）

だ
が
、
女
は
あ
く
ま
で
も
男
と
と
も
に
歩
こ
う
と
す
る
。
病
気
に
気
を
遣
う
男
に

反
発
す
る
か
の
よ
う
に
、
長
い
距
離
を
歩
こ
う
と
す
る
。
男
が
公
園
に
誘
っ
て
し
ま
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う
の
は
「
何
と
な
く
」
と
い
う
無
意
識
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
い
つ
も
「
退
屈
」

あ
る
い
は
「
疲
れ
」
て
し
ま
う
だ
け
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
今
回
も
ま
た
男
は
公

園
に
向
か
う
の
で
あ
る
。

３　

歩
く
た
め
の
「
公
園
」　

あ
る
い
は　

辿
り
着
く
こ
と
の
な
い
目
的
地

二
人
が
最
初
に
歩
く
の
は
上
野
（
恩
寵
）
公
園
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
人
が
戯
れ
て

い
る
「
自
動
計
重
器
」
と
は
何
か
。

　

自
動
体
量
器
／
台
上
に
立
ち
て
規
定
の
料
金
を
子
孔
に
投
ず
れ
ば
、
自
動
的

に
体
重
を
提
示
す
る
機
械
を
い
い
、
我
が
国
に
て
は
明
治
九
年
（
西
暦
一
八
七

六
）
七
月
頃
す
で
に
東
京
上
野
公
園
の
中
に
自
動
身
体
量
計
が
設
置
せ
ら
れ
、

そ
の
試
験
料
は
一
名
に
つ
き
金
二
銭
で
あ
つ
た
と
い
う
。

	

日
置
昌
一
『
話
の
大
事
典
』
第
二
巻　

一
九
五
一
年
一
月
、
萬
里
閣

こ
れ
は
日
本
で
最
初
の
自
動
販
売
機
（
モ
ノ
を
販
売
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
無

人
の
機
械
式
販
売
機
で
は
あ
る
）
で
も
あ
り
、
日
本
で
最
初
の
設
置
場
所
が
上
野
公

園
で
あ
っ
た
た
め
、
当
時
こ
の
公
園
に
お
け
る
有
名
な
場
所
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と

は
想
像
に
難
く
な
い
。

さ
ら
に
、
公
園
を
歩
く
と
い
う
設
定
自
体
に
も
歴
史
性
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
一
八

七
三
（
明
治
六
）
年
の
太
政
官
布
達
第
一
六
号
に
よ
り
日
本
の
近
代
公
園
の
歴
史
は

始
ま
る
。
そ
れ
ま
で
も
、
公
家
や
武
家
の
庭
な
ど
が
庶
民
に
恩
賜
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ

た
が
、
こ
の
布
達
に
よ
っ
て
芝
、
上
野
、
浅
草
、
深
川
、
飛
鳥
山
の
五
公
園
が
創
設

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
日
比
谷
公
園
は
初
の
都
市
計
画
に
よ
る
人
工
の
公
園

で
あ
る
が
、
そ
の
計
画
は
早
く
か
ら
な
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
実
現
に
は
二
十
年
近

く
の
歳
月
を
つ
い
や
す
こ
と
と
な
り
、
一
九
〇
三
（
明
治
三
六
）
年
に
な
っ
て
よ
う

や
く
公
園
設
立
と
な
っ
た
。
以
後
、
都
心
を
象
徴
す
る
公
園
と
し
て
人
々
の
憩
い
の

場
と
な
り
な
が
ら
も
、
昭
和
十
七
年
に
は
軍
用
地
と
さ
れ
一
般
に
は
立
ち
入
り
禁
止

区
域
と
な
る
。
戦
後
も
ア
メ
リ
カ
軍
の
接
収
地
と
な
り
、
民
衆
が
再
び
公
園
と
し
て

の
こ
の
地
に
足
を
踏
み
入
れ
る
の
は
一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
ま
で
待
た
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
昭
和
15
年
を
舞
台
と
し
た
こ
の
小
説
に
は
、
日
比
谷
公
園

界
隈
を
自
由
に
市
電
で
移
動
も
し
く
は
歩
く
こ
と
が
で
き
る
戦
前
の
最
末
期
で
あ
っ

た
わ
け
だ
。

小
坂
美
保
は
、
近
代
の
公
園
と
身
体
の
関
係
に
お
い
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い

る（
１
）。

し
か
し
、
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
に
お
け
る
監
視
は
看
守
と
独
房
に
入
れ
ら
れ
た
そ

れ
ぞ
れ
の
囚
人
と
の
一
対
一
の
〈
見
る
／
見
ら
れ
る
〉
関
係
が
そ
の
前
提
に
あ

り
、
囚
人
同
士
の
視
線
の
問
題
が
設
定
さ
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
近
代

的
公
園
に
は
、
不
可
視
的
な
他
者
で
あ
る
国
家
の
監
視
や
管
理
の
目
、
つ
ま
り

上
か
ら
下
へ
の
垂
直
な
監
視
の
視
線
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
び
と
同

士
の
視
線
が
存
在
し
て
お
り
、
フ
ー
コ
ー
の
問
題
設
定
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
可
視
的
な
他
者
の
存
在
す
る
近
代
的
公
園
に
お
い
て
は
、
人
び
と
は
管
理

者
の
視
線
を
意
識
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
同
じ
よ
う
に
公
園
を
楽
し
ん
で
い
る

人
び
と
同
士
の
相
互
監
視
と
い
う
新
た
な
監
視
の
視
線
が
生
み
出
さ
れ
、
そ
れ

が
人
び
と
の
行
為
に
大
き
く
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
点
に
注
目
す

る
必
要
が
あ
る
。

公
園
を
歩
く
カ
ッ
プ
ル
は
、
そ
の
カ
ッ
プ
ル
同
士
の
視
線
の
交
錯
が
さ
ら
に
多
く

の
人
々
の
視
線
に
晒
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
カ
ッ
プ
ル
自
身
も
そ
の
視
線
を
内

面
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
二
人
の
姿
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
会
話
も
ま
た

同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
小
説
と
し
て
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に

は
読
者
の
視
線
を
内
面
化
し
て
い
る
、
語
り
手
、
登
場
人
物
た
ち
が
居
る
こ
と
に
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な
る
。女

は
傍
へ
寄
っ
て
但
し
書
き
な
ど
読
ん
で
い
た
が
、
く
る
り
と
男
の
方
を
振
り

返
る
と

「
計
っ
て
見
よ
う
か
し
ら
」

「
そ
う
で
す
ね
」

男
は
物
珍
し
そ
う
に
言
っ
た
。

「
ど
の
位
か
し
ら
、
十
二
貫
だ
い
で
す
わ
、
こ
れ
で
も
病
気
の
前
よ
り
多
い
の
で

す
わ
」

に
の
っ
て
一
銭
投
げ
入
れ
れ
ば
目
方
が
出
る
の
だ
と
云
う
こ
と
を
教
え
て
や
っ

た
。

女
が
台
に
の
る
と
男
は
一
銭
入
れ
て
や
っ
た
。
針
が
廻
っ
て
十
二
貫
五
六
百
の

と
こ
ろ
で
暫
く
揺
れ
て
い
た
。
か
が
み
込
ん
で
正
確
な
数
字
を
男
に
伝
え
て
い

た
女
は
台
を
降
り
る
と
男
を
促
す
よ
う
に
横
へ
立
ち
の
い
た
。
男
も
さ
っ
き
迄

そ
の
気
で
い
た
が
、

「
僕
は
…
…
…
」

と
言
っ
た
だ
け
で
先
に
た
っ
て
あ
る
き
始
め
た
。
男
に
は
そ
の
体
重
の
計
り
合

い
が
急
に
あ
る
こ
と
の
象
徴
の
よ
う
に
思
え
て
拘
っ
て
了
い
、
又
そ
れ
に
よ
り

男
に
は
別
の
一
人
の
人
間
の
顔
が
浮
ん
だ
。	
（
87
）

体
重
と
は
、
そ
れ
を
客
観
的
に
計
る
道
具
が
な
け
れ
ば
、
可
視
化
さ
れ
た
と
し
て

も
全
く
意
味
を
な
さ
な
い
。
体
重
計
が
そ
れ
を
可
視
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人

的
な
領
域
の
も
の
と
公
的
な
領
域
の
も
の
が
同
時
に
成
立
す
る
。
前
者
は
「
健
康
」

あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
「
恥
」
の
概
念
と
結
び
つ
い
て
至
極
語
人
的
な
領

域
と
な
り
、
後
者
は
、
そ
れ
を
分
か
ち
あ
う
二
人
の
姿
が
特
別
な
意
味
を
な
す
の
だ

と
い
う
視
線
が
男
に
も
内
面
化
さ
れ
、
そ
の
行
動
を
拒
否
す
る
に
至
る
。

小
説
は
そ
れ
を
「
別
の
一
人
の
人
間
の
顔
」
と
表
象
す
る
が
、
そ
れ
が
例
え
ば
、

女
の
良
人
な
ど
で
あ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
だ
ろ
う
し
、
そ
の
想
像
力
が
内
面

化
さ
れ
て
い
る
読
者
と
の
「
共
犯
」
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
小
説
」
は
成
立
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
健
康
で
丈
夫
な
身
体
も
、
理
想
と
さ
れ
る
セ
ク
シ
ャ
ル
な
身
体
も
、
と
も

に
近
代
国
家
が
要
求
す
る
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。

４　

ル
ー
ツ
と
し
て
の「
公
園
」　

あ
る
い
は　

辿
り
着
く
こ
と
の
な
い
物
語

　

疲
れ
の
た
め
多
少
ふ
き
げ
ん
に
合
事
を
終
え
る
と
、
男
は
落
着
い
て
来
て
よ

ほ
ど
女
も
疲
れ
た
に
相
違
な
い
と
思
い
、
聞
き
出
す
と
女
は
ま
る
で
頑
強
に
そ

れ
を
否
定
し
た
。
実
際
に
激
し
い
疲
労
の
な
い
事
が
分
る
の
で
男
は
不
思
議
に

思
い
な
が
ら
今
が
言
う
時
だ
と
思
い
立
っ
た
。	

（
89
）

女
は
と
に
か
く
病
気
の
身
体
か
ら
回
復
し
て
い
る
と
主
張
し
譲
ら
な
い
。
そ
こ
で

男
は
つ
い
に
女
に
結
婚
の
報
告
を
す
る
。
だ
が
、
女
は
「
い
つ
か
ら
で
す
の
」
と
い

う
質
問
以
外
を
投
げ
か
け
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
女
が
病
気
の
告
白
を
し
た
と

き
に
、「
そ
れ
は
い
つ
の
事
で
す
」
と
い
っ
た
問
い
し
か
な
さ
な
か
っ
た
男
の
言
動
と

対
応
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
二
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
伝

え
よ
う
と
し
た
「
用
件
」
は
伝
達
さ
れ
た
瞬
間
に
そ
れ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う

共
通
点
が
あ
る
。
会
話
を
欲
す
る
二
人
は
、
互
い
に
相
手
に
興
味
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
二
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
底
に
あ
る
の
は
互

い
へ
の
無
関
心
で
は
な
い
。

男
は
、
何
と
な
く
公
園
を
う
ろ
つ
い
て
時
を
過
ご
す
こ
と
に
飽
き
て
し
ま
う
こ
と

を
思
い
起
こ
し
、
女
を
映
画
に
誘
う
が
、
女
は
「
時
間
が
も
っ
た
い
な
い
」
と
い
う

理
由
で
、
や
は
り
た
だ
歩
く
こ
と
を
提
案
す
る
。
病
気
で
あ
っ
た
と
い
う
女
の
身
体

を
男
は
気
遣
う
が
、
そ
の
気
遣
い
に
反
発
し
て
見
せ
る
よ
う
に
、
女
は
自
ら
の
回
復
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を
強
調
し
続
け
る
。
だ
が
、
一
方
で
、
公
園
に
連
れ
出
し
て
し
ま
う
の
は
、
い
つ
も

男
の
方
か
ら
な
の
だ
。
公
園
を
歩
き
続
け
る
こ
と
は
、
何
か
し
ら
の
親
密
な
関
係
で

あ
る
よ
う
な
二
人
と
し
て
周
囲
の
視
線
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
関
係
性
の
中
で
二
人
は
た
だ
、
会
話
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
そ

の
会
話
は
何
か
の
情
報
を
得
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
柄
谷
行
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
の
一
節（

２
）を

引
用
し
て
み
る
。

「
教
え
る
―
学
ぶ
」
と
い
う
非
対
称
的
な
関
係
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

基
礎
的
事
態
で
あ
る
。
こ
れ
は
け
っ
し
て
ア
ブ
ノ
ー
マ
ル
で
は
な
い
。
ノ
ー
マ

ル
（
規
範
的
）
な
ケ
ー
ス
、
す
な
わ
ち
同
一
の
規
則
を
も
つ
よ
う
な
対
話
の
方

が
、
例
外
的
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
例
外
的
に
み
え
な
い
の
は
、
そ
の

よ
う
な
対
話
が
、
自
分
と
同
一
の
他
者
と
の
対
話
、
す
な
わ
ち
自
己
対
話
（
モ

ノ
ロ
ー
グ
）
を
規
範
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

	

柄
谷
行
人
『
探
究
Ⅰ
』

柄
谷
に
よ
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
異
質
の
他
者
同
士
に
よ
っ
て
な
さ

れ
る
こ
と
が
本
来
の
姿
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
何
故
か
同
質
の
者
同
士
の
そ
れ
（
モ

ノ
ロ
ー
グ
）
を
「
規
範
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
本
来
の
姿
で

あ
る
「
教
え
る
―
学
ぶ
」
と
い
う
非
対
称
な
関
係
性
も
同
様
に
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー

な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
我
々
は
通
常
、
何
か
を
学
ぼ
う
と
す
る
時
に
は
、

そ
の
内
容
を
知
ら
な
い

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
事
前
に
知
っ
て
い
る
内
容
を
学
ぼ
う
と
は
し
な

い
し
、
事
前
に
知
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
学
ん
だ
こ
と
が
正
し
い
こ
と
な
の
か
ど
う

か
も
、
事
後
的
な
判
断
（
直
感
）
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
学
ぼ
う
と

す
る
気
持
ち
は
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
成
功
／
不
成
功
」
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
て
し
ま
う

と
、
そ
れ
は
事
前
に
想
定
さ
れ
た
内
容
と
相
手
に
伝
達
さ
れ
た
結
果
と
の
整
合
性
で

の
み
判
断
さ
れ
る
何
か
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
が
、

飽
く
な
き
学
ぼ
う
と
す
る
欲
求
な
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
永
遠
に
尽
き
る
こ
と
の

な
い
行
為
だ
。

こ
の
男
女
と
も
、
相
手
に
対
す
る
性
的
な
興
味
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
ま
た
、
恋
愛
対
象
と
し
て
の
可
能
性
を
全
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な

い
よ
う
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
年
に
一
回
程
度
の
「
媾
曳
」
は
、
お
互
い
の
「
関
係
」

を
進
展
さ
せ
る
に
は
あ
ま
り
に
も
長
い
間
隔
で
あ
る
し
、
女
の
妊
娠
、
出
産
、
男
の

結
婚
な
ど
を
経
て
も
、
二
人
は
何
故
か
こ
れ
ま
で
の
「
関
係
」
を
継
続
さ
せ
て
い
る
。

上
野
公
園
の
後
に
「
九
段
」
ま
で
歩
き
た
い
と
い
う
女
を
な
だ
め
、
男
は
市
電
に

乗
っ
て
日
比
谷
公
園
、
芝
公
園
に
移
動
し
て
ゆ
く
。
上
野
公
園
か
ら
見
れ
ば
、
最
初

に
女
を
待
っ
て
い
た
銀
座
の
反
対
側
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
の
最
後
に
男
が

提
案
し
た
行
き
先
は
、「
市
電
に
沿
っ
て
」「
×
×
」
に
出
る
ま
で
歩
く
こ
と
だ
っ
た
。

「
×
×
」
と
は
一
体
ど
こ
な
の
か
。

そ
れ
は
男
に
も
漠
然
と
し
た
予
想
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
女
の
家
に
近
い
×
×
に

は
出
な
い
で
一
つ
一
つ
停
留
所
が
だ
ん
だ
ん
異
っ
た
方
面
に
連
れ
て
行
き
そ
う

で
あ
っ
た
。	

（
90
）

物
語
に
は
、
こ
の
歩
行
が
、
あ
る
い
は
二
人
の
奇
妙
な
関
係
が
、
こ
れ
か
ら
も
続

く
よ
う
に
は
は
っ
き
り
と
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
終
焉
に

つ
い
て
も
全
く
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
。「
×
×
」
と
は
「
女
の
家
」
に
近
い
場

所
だ
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
身
を
寄
せ
て
い
た
兄
の
家
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
既

に
兄
の
家
を
出
て
家
族
で
暮
ら
し
て
居
る
の
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
銀
座
で
男
を
待

た
せ
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
女
の
家
は
銀
座
付
近
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
だ
ろ
う

か
ら
、
×
×
も
銀
材
付
近
の
地
名
（
日
比
谷
な
ど
）
を
挙
げ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ

が
、「
市
電
に
沿
っ
て
」
居
な
が
ら
も
「
×
×
」
か
ら
遠
ざ
か
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
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は
「
三
田
」
の
方
向
を
歩
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
女
の
「
家
」
か
ら
離
れ
て
ゆ
こ

う
と
す
る
道
の
り
は
、
男
の
身
体
の
疲
れ
と
は
相
反
す
る
よ
う
に
、
二
人
の
関
係
を
、

二
人
の
会
話
を
、
そ
の
「
物
語
」
を
進
め
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
終
わ
り
の
な
い
物
語

と
い
う
よ
り
か
は
、
終
わ
ら
せ
た
く
な
い
と
い
う
物
語
と
い
う
べ
き
な
の
か
も
し
れ

な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
二
人
の
過
去
に
は
何
が
あ
り
、
何
故
二
人
は
会
う
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
な
ぜ
し
た
く
も
な
い
会
話
を
し
つ
づ
け
、
歩
き
た
く
も
な
い
道
を
歩
き
続

け
る
か
。
こ
う
し
た
疑
問
の
一
切
に
、
こ
の
物
語
は
答
え
よ
う
と
は
し
な
い
。

こ
の
物
語
を
象
徴
す
る
の
は
、
恐
ら
く
公
園
で
あ
り
市
電
で
あ
る
。
前
者
は
明
治

６
年
の
「
太
政
官
布
達
第
一
六
号
」
以
来
、
全
国
の
主
要
都
市
に
増
え
続
け
も
ち
ろ

ん
東
京
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
こ
の
物
語
で
歩
く
公
園
が
そ
れ
な
り
に
東
京
の
公

園
政
策
の
時
代
性
を
刻
ん
で
い
る
こ
と
は
、
さ
き
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
後
者
は
、

一
八
九
〇
（
明
治
二
三
）
年
の
第
三
回
内
国
勧
業
博
覧
会
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

以
後
、
東
京
市
に
は
鉄
道
会
社
の
出
願
が
相
次
ぎ
乱
立
状
態
と
な
り
な
が
ら
も
、
徐
々

に
ま
ず
東
京
市
街
鉄
道
、
川
崎
電
気
鉄
道
、
東
京
馬
車
鉄
道
の
三
社
に
合
併
さ
れ
て

い
っ
た
。
こ
の
小
説
の
路
線
の
多
く
は
、
東
京
市
街
鉄
道
の
も
の
が
基
礎
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
三
社
は
後
に
合
併
し
、
東
京
の
鉄
道
の
運
賃
を
大
き
く
引
き
上
げ
る
原

因
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
に
反
対
し
た
大
き
な
暴
動
が
お
こ
っ
た
の
が
日
比
谷
公
園
で

あ
る
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
偶
然
で
は
あ
る
が
興
味
深
い
。（
東
京
市
内
電
車
値
上
げ
反

対
運
動
）

東
京
市
は
何
度
か
の
失
敗
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
一
九
一
一
（
明

治
四
四
）
年
に
な
っ
て
よ
う
や
く
こ
れ
ら
の
路
線
の
市
有
化
を
実
現
し
た
。
以
後
も
、

東
京
の
市
電
の
路
線
は
延
び
つ
づ
け
る
こ
と
と
な
り
、
物
語
の
昭
和
一
五
年
時
に
は
、

三
四
系
統
も
の
路
線
が
存
在
し
て
い
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
各
路
線
そ
の
も
の
は
始
発
駅
も
あ
れ
ば
終
点
も
あ
る
。
だ
が
、

鉄
道
そ
の
も
の
は
、
ま
さ
に
無
目
的
に
、
リ
ゾ
ー
ム
的
に
増
殖
し
つ
づ
け
る
近
代
的

存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
公
園
の
道
に
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
に
は
始
点
と
終
点
が
あ

る
。
だ
が
、
公
園
の
道
そ
の
も
の
は
、
ど
こ
か
に
行
く
た
め
の
道
で
は
な
い
。
ま
さ

に
、
歩
く
こ
と
そ
の
も
の
の
た
め
の
道
で
あ
る
。
た
だ
、
無
目
的
に
歩
く
た
め
の
道

（
場
所
）
と
し
て
、
東
京
の
公
園
は
増
殖
し
つ
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
島
の
描
く
小
説
に
は
、
歩
く
場
面
が
非
常
に
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
た
だ
歩
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
様
々
に
思
索
を
重
ね
な
が
ら
歩
い
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の

実
、
ど
こ
か
に
向
か
っ
て
歩
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
ま
た
、
た
だ
ダ
ラ
ダ

ラ
と
続
い
て
ゆ
く
会
話
の
連
鎖
。
こ
れ
も
ま
た
、
小
島
の
小
説
の
特
徴
で
あ
る
。
こ

の
初
期
短
編
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
た
当
時
、
あ
の
長
大
な
連
載
「
別
れ
る
理
由
」
は
、

ま
た
全
体
の
三
パ
ー
ト
の
一
つ
目
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
五
年
以
上
の
連
載
期
間
に
も

わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
リ
ビ
ン
グ
ル
ー
ム
に
お
け
る
た
っ
た
数
時

間
の
三
人
の
男
女
の
「
会
話
」
な
の
だ
。

だ
が
、
小
島
の
小
説
に
お
け
る
「
会
話
」
と
は
あ
る
い
は
「
思
索
」
と
は
、
何
か

に
辿
り
着
く
こ
と
の
な
い
運
動
な
の
だ
。
伝
達
と
い
う
目
的
が
存
在
せ
ず
、
た
だ
会

話
し
続
け
る
会
話
。
伝
達
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
辿
り
着
く
べ
き
結
論
を
も
た
ぬ
ま
ま
、

た
だ
考
え
続
け
る
思
索
。
こ
う
し
た
運
動
そ
の
も
の
が
小
島
に
と
っ
て
「
小
説
」
で

あ
る
の
な
ら
ば
、「
公
園
」
と
い
う
作
品
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。

５　
「
公
園
」
を
「
笑
う
」　

あ
る
い
は　
「
公
園
」
で
「
啼
く
」

最
後
に
、「
公
園
」
と
と
も
に
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
「
卒
業
式
」
に
つ
い
て
も

言
及
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
こ
の
短
編
集
に
お
い
て
は
、
全

集
収
録
の
二
パ
ー
ト
目
に
対
し
て
の
一
パ
ー
ト
目
と
三
パ
ー
ト
目
が
「
目
玉
」
小
説

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
こ
こ
の
ま
だ
習
作

の
域
を
で
な
い
と
判
断
さ
れ
た
一
パ
ー
ト
目
を
除
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
タ
イ

ト
ル
は
、
三
パ
ー
ト
目
の
二
作
を
「
代
表
作
」
と
み
な
し
た
判
断
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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む
ろ
ん
、
こ
の
判
断
が
解
説
の
平
光
善
久
の
価
値
判
断
と
は
全
く
相
容
れ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、「
公
園
」
と
「
ふ
ぐ
り
と
原
子
ピ
ス
ト
ル
」

を
除
く
と
、「
汽
車
の
中
」「
佐
野
先
生
感
傷
日
記
」「
卒
業
式
」
は
、
ほ
ぼ
連
作
と
し

て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
だ
。
だ
が
、「
ふ
ぐ
り
と
原
子
ピ
ス
ト
ル
」
が
こ
の
三
作
と
強

い
関
連
性
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
も
事
実
だ
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
ユ
ー
モ
ア
（
あ
る

い
は
諷
刺
）
の
問
題
系
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
系
が
小
島
文
学
を
語
る
上
で
欠
か

す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
の
詳
細
は
、
別
項
に

譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
一
方
で
こ
の
四
作
に
強
い
関
連
性
が
感
じ
ら
れ
る
か

ら
こ
そ
、
佐
々
木
敦
や
平
光
善
久
ら
が
感
じ
る
よ
う
な
「
異
質
」
な
感
じ
が
「
公
園
」

に
だ
け
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

圧
倒
的
に
異
質
な
感
じ
の
小
説
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
よ

う
に
、「
公
園
」
は
明
ら
か
に
小
島
の
ル
ー
ツ
が
圧
縮
さ
れ
た
よ
う
な
初
期
の
傑
作
で

あ
る
。
だ
が
、
確
か
に
「
公
園
」
で
繰
り
返
さ
れ
る
感
情
は
、
笑
い
よ
り
も
む
し
ろ

「
喚
き
出
し
た
い
」
で
あ
る
。
だ
が
、「
抱
擁
家
族
」
か
ら
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
に

至
る
ま
で
、
小
島
の
多
く
の
小
説
で
は
、
泣
き
出
し
た
い
時
に
は
、
む
し
ろ
笑
っ
て

は
い
な
い
か
。「
泣
」
と
「
笑
」
と
は
、
小
島
の
小
説
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
た
ち
に

と
っ
て
表
裏
一
体
の
感
情
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
こ
う
問
う
て
み
よ
う
。
も
し

か
し
た
ら
、
我
々
は
「
公
園
」
を
笑
い
な
が
ら
読
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

か
…
…
。注

本
文
中
の
小
説
の
引
用
は
、
講
談
社
文
芸
文
庫
版
よ
り
引
用
。
引
用
末
に
（　

）

に
よ
り
引
用
ペ
ー
ジ
数
を
示
し
て
あ
る
。

（
１
）　

大
岡
紀
理
子
「
近
代
日
本
に
お
け
る
幼
稚
園
制
度
と
保
姆
養
成
制
度
の
成
立

過
程
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
』
17
巻
１
号
、
二
〇
〇
九
年

五
月

（
２
）　

柄
谷
行
人
『
探
究
Ⅰ
』（
一
九
八
六
年
、
講
談
社
）
た
だ
し
引
用
は
講
談
社
学

術
文
庫
版
（
一
九
九
二
年
六
月
）
よ
り
。

（
ひ
き
た　

ま
さ
あ
き　

東
京
学
芸
大
学
教
育
学
部
准
教
授
）




