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︿
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﹀
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掌
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小
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﹂
を
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心
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一
︑
序

｢失
わ
れ
た
記
憶
の
不
思
議
︑
記
憶
や
忘
却
︑
生
と
時
の
意
味
と
い
っ
た
テ
ー

マ
が
︑
川
端
の
作
家
人
生
を
貫
く
継
続
し
た
問
題
で
あ
っ
た
﹂(

)

と
言
わ
れ
る
よ
う

1

に
︑
戦
後
の
川
端
康
成
の
作
品
に
は
︿
記
憶
・
忘
却
﹀
の
モ
テ
ィ
ー
フ
が
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
と
結
び
つ
い
て
姿
を
現
す
︒

戦
争
で
忘
れ
た
か
と
言
つ
た
の
は
ふ
い
と
出
た
悪
態
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
︑

言
つ
て
か
ら
︑
北
川
は
眼
前
に
滔
々
と
忘
却
の
大
河
が
流
れ
て
ゐ
る
の
を
見
る

か
の
や
う
に
思
ひ
︑
そ
の
水
勢
は
戦
争
で
暗
黒
に
逆
巻
い
て
ゐ
る
か
の
や
う
だ

つ
た
︒
北
川
の
忘
却
の
最
も
甚
だ
し
い
も
の
は
︑
先
生
の
亡
く
な
ら
れ
る
前
々

日
に
彼
一
人
で
見
舞
に
行
つ
た
と
ば
か
り
思
ひ
こ
ん
で
ゐ
た
こ
と
だ
つ
た
︒

︵
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︑
以
下
同
︶

戦
後
初
め
て
の
小
説
﹁
女
の
手
﹂
︵﹁
人
間
﹂
創
刊
号

一
九
四
六
年
一
月

鎌
倉

文
庫
︶
は
主
人
公
北
川
と
︑
亡
く
な
っ
た
先
生
の
記
憶
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る

作
品
で
あ
る
︒
川
端
の
戦
前
の
作
品
に
お
け
る
︿
記
憶
﹀
の
要
素
は
川
端
個
人
の

体
験
に
関
わ
っ
て
い
る
側
面
が
大
き
い
︒
戦
争
を
生
き
抜
い
た
作
者
は
︑
記
憶
や

忘
却
の
意
味
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
︑
そ
し
て
作
品
の
中
に
書
き
記
し
て
い
る

の
か
︑
そ
う
い
っ
た
戦
前
か
ら
戦
後
へ
か
け
た
創
作
意
識
の
変
化
な
ど
捉
え
る
の

に
避
け
ら
れ
な
い
作
品
は
﹁
女
の
手
﹂
だ
と
言
え
よ
う
︒

亡
く
な
っ
た
先
生
に
つ
い
て
の
記
憶
が
ひ
ど
く
不
確
か
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に

不
安
を
覚
え
た
北
川
は
︑
そ
の
先
生
の
未
亡
人
が
信
州
の
疎
開
先
か
ら
帰
っ
た
と

聞
き
︑
会
い
に
行
っ
た
︒
未
亡
人
に
会
っ
た
瞬
間
︑
先
生
に
つ
い
て
の
記
憶
が

蘇
っ
て
︑
北
川
は
未
亡
人
の
姿
を
先
生
に
重
ね
た
︒
先
生
の
生
前
に
︑
そ
ば
に
寄

り
添
っ
て
﹁
胸
を
や
は
ら
げ
て
坐
る
と
い
ふ
風
だ
つ
た
﹂
未
亡
人
は
︑
戦
争
を
生

き
抜
い
た
現
在
︑﹁
胸
を
張
つ
て
坐
つ
て
﹂﹁
意
志
の
強
さ
う
な
顔
に
な
つ
て
ゐ

る
﹂
の
で
あ
る
︒
北
川
は
ま
た
﹁
夫
人
は
少
し
も
先
生
に
似
て
は
ゐ
な
か
つ
た
︒

以
前
か
ら
似
た
と
こ
ろ
は
な
い
の
だ
つ
た
﹂
と
自
ら
の
記
憶
の
揺
ら
ぎ
を
感
じ

た
︒
未
亡
人
は
信
州
の
疎
開
先
で
す
っ
か
り
田
舎
仕
事
に
慣
れ
︑
戦
後
に
な
っ
て

も
実
家
に
戻
り
︑
妹
の
息
子
を
世
継
ぎ
に
も
ら
っ
て
﹁
野
菜
畑
﹂
に
精
を
出
し
て

お
り
︑
日
々
逞
し
く
生
き
て
い
る
︒
目
の
前
の
人
を
改
め
て
﹁
先
生
と
は
別
個
の

独
立
し
た
生
物
と
し
て
﹂
認
め
る
と
︑
北
川
は
﹁
ふ
と
滅
入
つ
て
来
て
︑
彼
自
身

の
疲
労
の
や
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
﹂
た
︒
未
亡
人
に
よ
っ
て
先
生
を
確
か
め
よ

う
と
す
る
北
川
の
試
み
は
未
亡
人
の
現
実
的
な
生
き
方
に
よ
っ
て
挫
折
し
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

死
者
は
死
者
を
し
て
語
ら
せ
︑
忘
却
は
忘
却
に
ま
か
せ
よ
う
と
ふ
風
に
︑
彼

は
自
分
の
う
ち
に
沈
ん
で
し
ま
ふ
と
︑
未
亡
人
と
対
坐
し
て
る
の
ま
で
が
非
現

実
の
や
う
に
な
り
さ
う
だ
つ
た
︒

川
端
康
成
の
戦
後
作
品
に
お
け
る
︿
記
憶
﹀
の
変
奏
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長
谷
川
和
美
は
︑
前
掲
の
論
文
に
お
い
て
︑
そ
れ
が
﹁
生
者
を
通
し
た
記
憶
を

彼
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
端
的
に
あ
ら
わ
す
言
葉
で
あ
る
﹂
と
し
︑
さ
ら

に
﹁
北
川
に
は
先
生
の
記
憶
を
妻
や
未
亡
人
と
共
有
で
き
る
も
の
だ
と
い
う
意
識

が
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
自
ら
の
記
憶
の
欠
落
部
分
を
妻
や
未
亡
人
で
補
お
う
と

し
た
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
試
み
に
挫
折
し
︑
記
憶
＝
存
在
の
共
有
が
不

可
能
に
な
っ
た
こ
と
で
︑
北
川
の
中
の
先
生
像
は
本
当
の
意
味
で
の
死
を
迎
え

る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒

先
生
は
日
本
思
想
史
家
と
し
て
の
晩
年
を
過
ご
し
︑
亡
く
な
る
直
前
に
北
川
に

﹁
宗
祇
﹂
や
﹁
義
尚
将
軍
﹂
の
話
を
し
︑﹁
宗
祇
を
書
く
﹂
仕
事
を
さ
せ
た
︒
戦
後

の
現
実
に
生
の
実
感
が
湧
か
な
い
北
川
に
と
っ
て
︑
日
本
の
伝
統
文
化
の
象
徴
で

あ
る
先
生
の
存
在
も
︑
戦
争
の
中
で
沈
没
し
つ
つ
あ
る
日
本
の
古
来
の
文
化
に
繋

が
っ
て
︑﹁
日
本
の
古
い
か
な
し
み
﹂
と
し
て
﹁
国
の
風
物
の
な
か
に
沈
め
て
し

ま
ひ
さ
う
﹂
だ
と
意
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

｢女
の
手
﹂
に
お
い
て
は
︿
忘
却
・
記
憶
﹀
の
繰
り
返
し
を
意
識
的
に
作
中
に

織
り
こ
ま
せ
︑
過
去
と
現
実
に
引
き
摺
ら
れ
て
敗
戦
後
を
生
き
て
い
る
主
人
公
の

姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑
生
者
の
記
憶
に
よ
っ
て
死
者
を
蘇
る
こ

と
の
不
可
能
か
ら
迎
え
る
真
の
意
味
に
お
い
て
の
先
生
の
﹁
死
﹂
を
目
の
前
に
し

て
︑
そ
れ
と
強
く
結
び
つ
く
日
本
の
古
い
文
化
の
沈
没
が
彷
彿
し
て
い
る
︒

小
説
の
結
末
で
は
︑﹁
北
川
は
未
亡
人
の
背
に
あ
る
手
も
見
え
る
と
こ
ろ
に
立

つ
て
ゐ
た
が
︑
黒
絹
に
置
い
た
仙
子
の
手
は
な
る
ほ
ど
美
し
か
つ
た
か
も
し
れ
な

い
と
今
思
つ
て
み
た
﹂
と
﹁
女
の
手
﹂
に
触
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑
内
田
裕
太

は
︑﹁
北
川
が
想
起
す
る
不
確
定
な
︿
個
別
的
な
記
憶
﹀
と
︑
先
生
か
ら
北
川
へ

連
な
る
︿
伝
統
﹀
と
い
う
︿
集
合
的
な
記
憶
﹀
と
を
止
揚
す
る
形
で
︑
身
体
の
レ

ベ
ル
に
作
用
す
る
記
憶
が
本
作
に
お
い
て
全
景
化
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い

て
︑
川
端
文
学
の
中
の
記
憶
／
忘
却
の
問
題
系
が
構
造
的
に
作
中
で
深
め
ら
れ
て

い
る
﹂(

)

と
記
憶
の
多
層
性
に
注
目
し
︑
戦
後
ま
も
な
く
の
時
代
に
お
け
る
川
端
の

2

︿
伝
統
﹀
へ
の
距
離
性
を
見
出
し
た
︒

単
行
本
﹃
哀
愁
﹄
に
収
録
さ
れ
た
﹁
紅
梅
﹂﹁
足
袋
﹂
と
い
う
両
作
品
は
︑﹁
女

の
手
﹂
の
発
表
後
二
年
が
経
っ
て
︑
一
九
四
八
︵
昭
和
二
十
三
︶
年
に
発
表
さ
れ

た
掌
の
小
説
で
あ
る
︒﹁
婦
人
雑
誌
の
小
品
投
書
の
選
外
作
を
も
と
に
し
て
︑
私

流
に
書
き
変
へ
た
﹂(

)

と
い
う
川
端
自
ら
の
解
説
が
あ
る
以
外
︑︿
記
憶
﹀
の
要
素

3

が
文
中
に
配
置
さ
れ
︑
主
人
公
の
心
象
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
両
作

品
が
共
通
し
て
い
る
︒
で
は
︑
戦
後
と
い
う
タ
ー
ム
で
括
る
な
ら
ば
︑
そ
の
起
点

に
あ
る
作
品
﹁
女
の
手
﹂
か
ら
﹁
紅
梅
﹂﹁
足
袋
﹂
を
経
て
︑
川
端
文
学
に
流
れ

る
︿
記
憶
・
忘
却
﹀
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
ど
の
よ
う
に
変
奏
・
変
容
し
た
の
か
︑
ま

た
そ
れ
以
後
の
作
品
と
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
︒
本
稿
で
は
︑
両
作
品

を
精
読
す
る
こ
と
で
︑
戦
後
の
川
端
文
学
の
特
質
の
一
つ
を
素
描
し
て
い
き
た

い
︒二

︑﹁
紅
梅
﹂

｢紅
梅
﹂
は
﹁
小
説
新
聞
﹂
創
刊
号
︵
一
九
四
八
年
四
月
一
日
︶
に
発
表
さ
れ
た

掌
の
小
説
で
あ
る
︒

森
晴
雄
は
﹁
紅
梅
﹂
の
中
の
老
夫
婦
の
姿
が
後
に
発
表
さ
れ
る
﹁
山
の
音
﹂
の

主
人
公
﹁
信
吾
﹂
と
そ
の
妻
の
﹁
保
子
﹂
に
影
と
し
て
現
れ
る
と
見
て
お
り
︑

﹁﹃
紅
梅
﹄
一
篇
は
樹
木
に
比
べ
て
人
間
の
生
命
の
は
か
な
さ
や
老
い
や
死
を
描
く

と
と
も
に
︑
肉
体
の
衰
え
と
と
も
に
老
年
の
兆
し
で
あ
る
記
憶
の
衰
え
に
つ
い
て

誌
し
た
作
品
﹂(

)

と
し
て
い
る
︒
一
方
︑
田
村
嘉
勝
は
﹁
戦
争
と
い
う
環
境
に
生
き

4

な
が
ら
え
て
き
た
﹃
父
・
母
﹄︑
そ
し
て
娘
﹃
好
子
﹄
の
生
き
ざ
ま
に
注
目
す
る

必
要
が
あ
り
﹂
と
し
︑﹁
紅
梅
﹂
を
﹁﹃
哀
愁
﹄﹃
山
の
音
﹄
と
は
違
っ
た
現
実
が

語
ら
れ
て
い
る
﹂(

)

作
品
と
位
置
付
け
て
い
る
︒

5

確
か
に
︑
森
の
指
摘
し
て
い
る
通
り
︑
﹁
紅
梅
﹂
を
眺
め
な
が
ら
自
分
自
身
の

一
五
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感
懐
に
耽
る
﹁
父
﹂
形
象
は
︑
記
憶
の
衰
え
か
ら
﹁
失
わ
れ
て
ゆ
く
人
生
﹂
を
感

じ
る
信
吾
に
通
じ
て
い
る
と
言
え
る
︒
そ
し
て
︑﹁
父
﹂
の
﹁
記
憶
﹂
も
ぐ
ら
つ

い
た
り
︑
間
違
っ
た
り
す
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
単
に
﹁
老
年
の
兆
し
﹂
と
し
て
理

解
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒
父
︑
母
の
記
憶
の
衰
え
︑﹁
老
耄
﹂︑
娘
の
﹁
思
い

出
﹂
は
田
村
の
提
示
し
た
﹁
戦
後
﹂
と
い
う
背
景
に
お
い
て
考
え
る
と
︑
ど
の
よ

う
な
作
者
の
真
意
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
か
︒
本
稿
は
父
︑
母
︑
娘
そ
れ
ぞ
れ
の

﹁
記
憶
﹂
に
焦
点
を
当
て
て
︑﹁
記
憶
﹂
に
通
過
す
る
作
者
の
思
い
を
探
り
た
い
︒

父
が
病
気
で
亡
く
な
る
二
年
前
の
﹁
紅
梅
﹂
が
咲
く
頃
︑﹁
古
木
の
紅
梅
が
二
︑

三
輪
開
い
た
の
を
﹂
掘
り
炬
燵
側
か
ら
眺
め
な
が
ら
﹁
あ
の
紅
梅
は
何
十
年
も
同

じ
下
枝
か
ら
花
が
咲
き
は
じ
め
る
︑
あ
の
古
木
は
お
前
が
嫁
に
来
た
時
か
ら
少
し

も
変
ら
な
い
﹂
と
母
に
言
う
︒
母
は
﹁
そ
ん
な
こ
と
を
覚
え
て
ゐ
な
い
﹂﹁
嫁
に

来
て
か
ら
梅
な
ど
見
て
ゐ
る
余
裕
は
な
か
つ
た
﹂
と
言
っ
て
父
の
感
懐
に
添
っ
て

い
か
な
い
︒

老
梅
の
寿
命
に
く
ら
べ
て
人
間
の
生
命
の
短
さ
を
思
ふ
父
の
感
懐
は
︑
こ
れ

で
腰
を
折
ら
れ
た
ら
し
い
︒

父
の
感
懐
に
は
︑
戦
後
ま
も
な
く
発
表
し
た
掌
の
小
説
﹁
さ
ざ
ん
花
﹂
に
﹁
戦

争
か
ら
覚
め
る
と
生
の
夕
暮
が
迫
つ
て
ゐ
た
﹂
と
悲
し
む
主
人
公
の
心
情
が
通
底

す
る
だ
ろ
う
︒
一
方
︑
感
受
性
豊
か
な
父
に
比
べ
て
現
実
生
活
に
立
脚
し
た
母
の

姿
勢
が
窺
え
る
︒

両
親
の
言
い
争
い
は
い
つ
か
﹁
正
月
の
菓
子
﹂
の
こ
と
ま
で
広
げ
る
︒
父
の
言

う
正
月
の
二
日
に
﹁
風
月
堂
﹂
で
菓
子
を
買
っ
て
き
た
こ
と
に
︑
母
は
﹁
そ
ん
な

こ
と
は
な
い
﹂
と
言
い
張
っ
て
い
る
︒

｢だ
っ
て
お
前
︑
明
治
製
菓
で
車
を
待
た
せ
て
お
い
て
︑
そ
の
車
で
風
月
へ

廻
つ
て
︑
た
し
か
に
両
方
で
買
つ
た
ん
だ
が
ね
﹂

｢明
治
製
菓
で
は
お
買
ひ
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
⁝
⁝
︒
私
が
こ
の
家
へ
来

て
か
ら
︑
あ
な
た
が
風
月
で
な
に
か
お
買
ひ
に
な
つ
た
の
を
見
た
こ
と
が
あ
り

ま
せ
ん
わ
︒﹂

｢大
げ
さ
な
こ
と
を
言
ふ
な
︒﹂

｢だ
つ
て
︑
い
た
だ
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
も
の
︒﹂

｢し
ら
つ
ぱ
く
れ
る
な
よ
︒
正
月
に
お
前
も
食
べ
た
ぢ
や
な
い
か
︒
確
か
に

買
つ
て
来
た
よ
︒﹂

｢ま
あ
い
や
で
す
こ
と
︒
そ
ん
な
夢
の
や
う
な
こ
と
お
つ
し
や
つ
て
⁝
⁝
︒

気
味
が
悪
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
﹂

｢は
て
な
⁝
⁝
？
﹂

戦
後
の
︑
い
か
に
も
極
普
通
の
老
夫
婦
の
日
常
会
話
で
あ
る
︒
﹁
風
月
堂
﹂
で

菓
子
を
買
っ
た
か
ど
う
か
の
﹁
真
相
﹂
は
娘
が
把
握
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
彼
女

は
﹁
口
を
出
す
気
に
は
な
ら
な
か
つ
た
﹂
の
で
︑
台
所
で
昼
飯
の
支
度
を
し
な
が

ら
両
親
の
会
話
を
聞
い
て
お
り
︑﹁
微
笑
し
な
が
ら
煮
物
の
そ
ば
に
立
つ
て
﹂
い

た
︒
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
︑
夫
婦
の
会
話
が
ま
た
次
の
よ
う
に
展
開

し
て
い
る
︒

｢確
か
に
家
に
持
つ
て
お
帰
り
に
な
つ
た
の
で
せ
う
か
？
﹂

母
は
父
が
風
月
堂
で
買
ひ
も
の
を
し
た
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
︑
ど
う
や
ら
認

め
よ
う
と
す
る
ら
し
い
が
︑

｢私
は
見
ま
せ
ん
ね
え
︒﹂

｢持
つ
て
帰
つ
た
ん
だ
が
⁝
⁝
︒
そ
れ
と
も
車
の
な
か
に
忘
れ
た
か
な
︒﹂

父
の
記
憶
も
な
ん
だ
か
ぐ
ら
つ
き
だ
し
た
ら
し
い
︒

｢ま
あ
そ
ん
な
⁝
⁝
︒
車
に
お
忘
れ
に
な
つ
た
の
な
ら
︑
運
転
手
が
届
け
て

川
端
康
成
の
戦
後
作
品
に
お
け
る
︿
記
憶
﹀
の
変
奏
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く
れ
る
で
せ
う
︒
黙
つ
て
持
つ
て
行
く
な
ん
て
︑
そ
ん
な
こ
と
は
い
た
し
ま
せ

ん
よ
︒
会
社
の
車
で
す
も
の
︒﹂

｢さ
う
だ
な
あ
︒﹂

母
が
風
月
堂
で
菓
子
を
買
っ
た
こ
と
だ
け
一
応
認
め
た
の
で
︑
会
話
の
方
向
が

変
え
ら
れ
て
し
ま
う
︒
一
方
︑﹁
父
﹂
は
そ
れ
に
左
右
さ
れ
︑
記
憶
が
﹁
ぐ
ら
つ

き
だ
し
﹂︑
自
己
の
陣
地
を
持
ち
堪
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
結
局
﹁
車
の
な

か
に
忘
れ
た
﹂
可
能
性
を
否
定
す
る
﹁
母
﹂
の
主
張
に
寄
り
添
っ
て
い
く
︒

し
ば
ら
く
沈
黙
が
続
い
た
が
︑
母
は
ひ
よ
つ
と
思
ひ
出
し
た
ら
し
い
︒
そ
し

て
至
極
あ
つ
さ
り
言
つ
た
︒

｢あ
あ
︑
あ
︑
あ
の
餅
菓
子
︱
︱
餅
菓
子
を
買
つ
て
い
ら
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
し
た
ね
︒﹂

｢さ
う
さ
︒﹂

｢う
ぐ
ひ
す
餅
だ
の
︑
ど
ら
焼
だ
の
︒
お
餅
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
こ
ろ
へ
︑

ほ
ん
と
に
困
り
ま
し
た
つ
け
︒﹂

｢さ
う
さ
︑
買
つ
て
来
た
の
さ
︒﹂

｢で
も
︑
あ
ん
な
駄
菓
子
の
や
う
な
の
を
︑
風
月
で
お
買
ひ
に
な
つ
た
ん
で

す
の
？
あ
ん
な
も
の
を
？
﹂

｢さ
う
さ
︒﹂

｢あ
あ
︑
さ
う
さ
う
︑
あ
れ
は
確
か
に
や
り
ま
し
た
よ
︒
紙
に
包
ん
で
︑
私

が
や
り
ま
し
た
が
ね
え
︒
︱
︱
え
え
と
︑
誰
で
し
た
で
せ
う
か
︒﹂

｢さ
う
だ
よ
︑
や
つ
た
よ
︒﹂

母
の
次
か
ら
次
へ
と
思
い
だ
し
た
情
報
に
︑﹁
父
﹂
は
た
だ
﹁
さ
う
さ
﹂﹁
さ
う

だ
よ
﹂
と
﹁
肩
の
こ
り
の
お
り
た
や
う
な
声
﹂
で
同
調
し
て
い
る
︒
自
己
の
﹁
記

憶
﹂
の
確
か
さ
が
よ
う
や
く
証
明
さ
れ
︑
ほ
っ
と
し
た
姿
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
に

対
し
て
︑﹁
母
﹂
が
菓
子
の
こ
と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

再
度
思
い
出
し
た
時
に
﹁
至
極
あ
つ
さ
り
﹂
と
し
て
い
る
様
子
だ
っ
た
︒

こ
こ
で
傍
線
部
の
﹁
菓
子
﹂
に
つ
い
て
の
描
写
に
留
意
し
て
ほ
し
い
︒
戦
後
ま

も
な
く
の
時
期
︑
伝
統
銘
菓
と
し
て
の
﹁
風
月
堂
﹂
で
購
入
し
た
﹁
餅
菓
子
﹂
は

﹁
駄
菓
子
の
や
う
﹂
で
︑
上
等
の
も
の
で
は
な
い
︒
伝
統
的
な
和
菓
子
が
象
徴
し

て
い
る
日
本
的
優
雅
に
反
し
て
︑
戦
後
の
世
相
の
荒
々
し
さ
を
ち
ら
り
と
映
し
出

し
て
い
る
︒

会
社
の
運
転
手
つ
き
車
で
散
歩
に
出
る
ぐ
ら
い
︑
会
社
の
社
長
か
重
任
を
務
め

る
﹁
父
﹂
の
こ
と
だ
が
︑
お
そ
ら
く
戦
時
中
﹁
軽
い
脳
溢
血
﹂
を
患
っ
て
か
ら
家

庭
療
養
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
︑
社
会
シ
ス
テ
ム
の
中
か
ら
は
ず
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
敗
戦
を
迎
え
︑
作
品
中
の

﹁
菓
子
﹂
に
つ
い
て
の
話
が
出
る
戦
後
に
直
面
さ
れ
る
︒
過
去
の
﹁
記
憶
﹂
に
強

く
こ
だ
わ
る
﹁
父
﹂
の
形
象
に
は
︑
戦
後
の
現
実
が
素
直
に
受
け
止
め
ら
れ
な
い

一
面
を
仄
め
か
し
て
い
る
︒﹁
父
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
記
憶
﹂
は
戦
争
で
失
わ
れ
た

﹁
生
﹂
の
あ
か
し
で
あ
る
と
同
時
に
︑
戦
後
の
現
在
を
生
き
る
よ
す
が
で
も
あ

る
︒

｢房
枝
ぢ
や
な
か
つ
た
か
な
︒﹂

｢あ
あ
︑
さ
う
で
す
ね
え
︒
房
枝
で
し
た
か
し
ら
︒
さ
う
で
す
︒
子
供
に
見

せ
て
は
い
け
な
い
と
言
つ
て
︑
そ
つ
と
包
ん
で
や
つ
た
の
で
す
ね
︒﹂

｢さ
う
だ
よ
︒
房
枝
だ
よ
︒﹂

｢ま
あ
︑
ほ
ん
た
う
に
さ
う
で
し
た
︒
房
枝
で
し
た
ね
え
︒﹂

父
と
母
は
互
い
に
記
憶
を
補
っ
て
﹁
菓
子
﹂
の
行
方
を
思
い
出
し
よ
う
と
す

る
︒
つ
い
に
女
中
の
﹁
房
枝
﹂
に
﹁
一
致
を
感
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
満
足
し
て
ゐ
る
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や
う
﹂
だ
が
︑
そ
れ
は
事
実
と
違
っ
て
い
る
︒
実
は
﹁
隣
家
の
男
の
子
﹂
に
あ
げ

た
の
で
あ
る
︒
女
中
の
﹁
房
枝
﹂
に
記
憶
を
容
易
に
移
し
て
い
く
の
は
︑
物
質
欠

乏
の
戦
時
中
か
ら
今
ま
で
食
料
品
や
生
活
用
品
な
ど
支
援
し
た
経
験
が
あ
る
か
ら

で
は
な
い
か
︒
菓
子
は
戦
時
中
の
贅
沢
品
で
あ
り
︑
裕
福
な
家
庭
で
も
珍
し
く
︑

子
供
に
見
せ
た
ら
せ
が
ま
れ
る
か
ら
︑﹁
そ
つ
と
包
ん
で
や
つ
た
の
﹂
だ
と
思
わ

れ
る
︒
ま
た
︑﹁
駄
菓
子
﹂﹁
あ
ん
な
も
の
﹂
と
い
う
母
の
言
説
に
つ
い
て
︑﹁
戦

時
中
な
ら
ば
と
て
も
発
言
で
き
る
内
容
で
は
な
い
﹂﹁
戦
後
に
な
っ
て
金
を
出
せ

ば
何
と
か
な
る
社
会
に
変
化
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
田
村
の
指
摘

が
あ
る
よ
う
に
︑
戦
争
が
大
き
く
投
影
さ
れ
て
い
る
要
素
に
な
っ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑﹁
父
﹂﹁
母
﹂
の
記
憶
を
照
射
し
な
が
ら
︑
並
行
す
る
よ
う
な

﹁
娘
﹂
の
﹁
思
い
出
﹂
も
見
逃
せ
な
い
︒
娘
は
﹁
菓
子
﹂
の
こ
と
に
つ
い
て
の

﹁
真
相
﹂
や
﹁
事
実
﹂
を
知
っ
て
お
り
︑
そ
れ
に
め
ぐ
る
言
い
争
い
を
﹁
微
笑
し

な
が
ら
﹂
見
守
っ
た
り
︑
父
母
の
記
憶
の
ぐ
ら
つ
き
を
心
配
し
た
り
す
る
︒
娘
は

父
が
﹁
風
月
堂
﹂
の
餅
菓
子
を
た
く
さ
ん
買
っ
て
き
た
こ
と
︑
母
が
そ
れ
を
食
べ

て
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
︒﹁
母
が
す
つ
か
り
忘
れ
て
ゐ
る
や
う
な
の
も
変
だ

し
︑
父
が
母
に
言
ひ
張
ら
れ
て
自
信
を
失
つ
て
ゆ
く
や
う
な
の
も
変
だ
﹂
と
思
っ

て
い
る
が
︑
始
終
傍
観
者
と
し
て
の
視
線
を
保
っ
て
い
る
︒

｢菓
子
﹂
の
話
は
結
局
﹁
事
実
﹂
と
ず
れ
る
と
こ
ろ
で
収
束
し
て
し
ま
う
︒
娘

は
﹁
ま
た
母
が
さ
つ
き
の
や
う
に
そ
れ
を
思
ひ
出
さ
な
い
か
と
待
つ
て
ゐ
た
﹂

が
︑
茶
の
間
は
﹁
し
ん
と
し
て
﹂
い
る
か
ら
︑
ま
た
目
の
前
の
家
事
に
集
中
し
て

い
る
︒
父
の
よ
う
に
母
の
﹁
耄
碌
﹂﹁
片
意
地
﹂
を
責
め
た
り
せ
ず
︑﹁
ど
う
で
す

か
ね
︑
お
父
さ
ん
も
⁝
⁝
︒
今
日
の
風
月
の
件
で
私
が
負
け
だ
け
れ
ど
﹂
と
不
服

そ
う
な
母
の
言
葉
を
聞
い
て
︑﹁
房
枝
の
件
を
言
ひ
か
か
つ
た
が
口
に
は
出
さ
な

か
つ
た
﹂
の
で
あ
る
︒

娘
は
事
実
を
知
っ
て
い
る
の
に
︑
な
ぜ
﹁
記
憶
掛
か
り
﹂
と
し
て
の
役
割
を
働

か
せ
ず
︑
口
出
し
し
な
か
っ
た
の
か
︒
娘
の
記
憶
が
﹁
真
実
﹂
だ
と
し
た
ら
︑
父

母
の
記
憶
の
欠
落
し
た
部
分
︵
忘
却
︶
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の

か
︒
娘
の
記
憶
と
し
て
常
に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
過
去
の
歴
史
で
あ
り
︑
父
が

﹁
人
間
の
生
命
の
短
さ
を
思
ふ
﹂
戦
争
中
に
失
わ
れ
た
﹁
生
﹂
で
も
あ
る
︒
作
品

中
︑
そ
れ
は
つ
ね
に
娘
の
傍
観
的
な
姿
勢
に
よ
っ
て
意
識
的
に
曖
昧
化
さ
れ
︑
薄

ら
い
で
い
く
︒
こ
の
よ
う
に
︑
娘
の
記
憶
︵
事
実
︶
は
無
効
化
さ
れ
︑﹁
忘
却
は

忘
却
に
ま
か
せ
よ
う
﹂
︵﹁
女
の
手
﹂︶
と
い
う
記
憶
・
忘
却
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
中

に
隠
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒

小
説
の
結
末
に
お
い
て
︑﹁
古
木
の
紅
梅
は
そ
の
後
も
き
ま
つ
た
下
枝
か
ら
咲

く
﹂
と
冒
頭
部
に
呼
応
す
る
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
く
が
︑
父
の
感
懐
か
ら
視
点

を
母
に
移
転
さ
せ
て
い
る
︒

娘
は
父
母
の
風
月
堂
に
つ
い
て
の
話
を
よ
く
思
ひ
出
す
︒
し
か
し
母
に
言
つ

て
み
た
こ
と
は
な
い
︒
母
は
忘
れ
て
ゐ
さ
う
な
気
が
す
る
か
ら
⁝
⁝
︒

｢風
月
堂
﹂
に
つ
い
て
の
話
を
﹁
忘
れ
て
ゐ
さ
う
﹂
な
と
こ
ろ
か
ら
︑
過
去
の

出
来
事
に
引
き
摺
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
目
の
前
の
生
活
に
専
念
す
る
﹁
母
﹂
の
人

間
像
が
窺
え
る
︒
そ
れ
を
内
田
の
指
摘
し
た
﹁
敗
戦
直
後
の
混
沌
と
し
た
時
代
を

ひ
た
む
き
に
生
き
る
未
亡
人
の
素
直
な
向
日
性
﹂
と
重
ね
て
見
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
︒
父
は
二
年
前
死
ん
で
い
る
が
︑
母
は
思
い
出
し
た
く
な
い
過
去
の
こ
と

と
決
別
し
︑
健
康
長
寿
で
い
ら
れ
る
よ
う
に
と
娘
が
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
︑﹁
風

月
堂
に
つ
い
て
の
話
﹂
を
自
分
の
記
憶
に
封
印
し
た
︒﹁
好
子
﹂
と
い
う
娘
の
名

前
に
も
︑
戦
争
を
生
き
な
が
ら
え
て
き
た
人
々
へ
の
配
慮
・
祈
願
の
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
︒

一
方
︑︿
伝
統
﹀
や
︿
永
遠
﹀
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
附
与
さ
れ
た
﹁
古
木
の
紅

梅
﹂(

)

と
︑
人
間
の
︿
生
﹀
の
現
実
と
の
対
峙
か
ら
︑
戦
後
︿
日
本
の
伝
統
・
古

6

典
﹀
へ
辿
り
着
く
ま
で
の
作
者
の
紆
余
曲
折
も
垣
間
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

川
端
康
成
の
戦
後
作
品
に
お
け
る
︿
記
憶
﹀
の
変
奏
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三
︑
﹁
足
袋
﹂

｢足
袋
﹂
は
﹁
暮
ら
し
の
手
帖
﹂
創
刊
号
︵
一
九
四
八
年
九
月
二
十
日
︶
に
発
表

さ
れ
た
掌
の
小
説
で
あ
る
︒
石
川
巧
は
﹁
川
端
が
続
け
た
素
人
の
小
品
に
対
す
る

選
評
は
︑
様
々
な
雑
誌
を
経
由
し
て
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
ま
で
続
く
わ
け
だ

が
︑
そ
う
し
た
作
業
が
︑
彼
に
も
う
一
度
︿
掌
の
小
説
﹀
を
執
筆
さ
せ
る
よ
う
に

な
る
主
な
動
機
づ
け
は
︑﹁
わ
か
め
﹂﹁
五
十
銭
銅マ

マ

貨
﹂﹁
足
袋
﹂
な
ど
と
い
っ
た

題
名
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
い
っ
け
ん
あ
り
き
た
り
の
も
の
の
よ
う
に
見
え
る

日
常
性
の
背
後
に
題
材
を
求
め
よ
う
と
す
る
素
人
女
性
の
生
活
感
覚
︑
す
な
わ
ち

卑
近
な
物
象
そ
れ
自
体
へ
の
親
し
み
に
ほ
か
な
ら
な
い
﹂(

)

と
一
九
三
七
︵
昭
和
一

7

二
︶
年
か
ら
続
い
て
き
た
婦
人
雑
誌
の
選
評
と
い
う
作
業
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し

て
い
る
︒

赤
い
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
と
白
い
足
袋
と
は
︑
何
で
あ
つ
た
ら
う
か
と
︑
生
き

て
ゐ
る
私
は
考
へ
る
︒

こ
の
よ
う
な
一
文
で
終
わ
る
﹁
足
袋
﹂
の
作
品
世
界
は
︑︿
赤
い
シ
ル
ク
・
ハ

ツ
ト
﹀
と
︿
白
い
足
袋
﹀
と
い
う
強
い
色
彩
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
帯
び
て
い
る
物

象
を
再
度
持
ち
出
し
︑
読
者
を
深
遠
な
思
索
へ
導
く
形
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
意

味
解
釈
に
つ
い
て
︑
森
晴
雄
は
﹁
赤
い
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
﹂
と
﹁
白
い
足
袋
﹂
を

﹁
私
﹂
に
と
っ
て
の
﹁
二
人
の
好
き
な
人
の
幸
福
な
思
い
出
の
品
物
で
あ
る
﹂﹁
悲

し
い
辛
い
も
の
の
中
の
思
い
出
﹂
だ
と
し
︑
そ
れ
が
﹁
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
生
き
る

に
値
す
る
生
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
﹂
と
﹁
大
人
に
な
り
︑
戦
後
ま
で
生
き
て

き
た
﹂︿
私
﹀
の
心
象
を
読
み
解
き
︑
さ
ら
に
﹁
未
来
に
目
を
向
け
は
じ
め
て
い

る
﹂﹁
生
き
て
い
く
意
味
を
見
出
し
初
め
て
い
る
﹂(

)

と
い
う
結
末
に
お
け
る
︿
私
﹀

8

の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
一
方
︑
内
田
裕
太
は
作
品
に
現
れ
て
き
た

﹁︿
生
の
肯
定
﹀
と
も
言
う
べ
き
向
日
性
﹂
を
認
め
な
が
ら
︑﹁
衣
料
品
﹂﹁
生
者
へ

の
︿
お
く
り
も
の
﹀﹂
と
﹁
死
者
に
対
す
る
副
葬
品
﹂
と
の
﹁
二
重
性
﹂
を
持
つ

︿
足
袋
﹀︿
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
﹀
を
﹁
生
者
と
死
者
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
属
性
を
併
せ
も

つ
﹂
と
し
︑﹁
両
者
が
混
淆
す
る
あ
り
よ
う
は
︑
︿
一
人
で
二
人
﹀︑︿
二
人
で
一

人
﹀
と
い
う
川
端
文
学
に
通
底
す
る
︿
陰
陽
﹀
モ
テ
ィ
ー
フ
が
作
品
を
支
え
る
支

柱
と
し
て
機
能
し
て
い
る
﹂(

)

と
い
う
示
唆
的
な
視
点
を
提
示
し
て
い
る
︒

9

以
上
の
先
行
論
を
踏
ま
え
︑
あ
ら
た
め
て
﹁
こ
の
虫
の
妙
な
白
さ
が
︑
そ
の
後

も
私
に
時
々
あ
ざ
や
か
に
思
ひ
浮
ぶ
こ
と
が
あ
る
︒
さ
う
い
ふ
時
私
は
白
足
袋
を

思
ひ
出
す
こ
と
に
し
て
ゐ
る
﹂﹁
足
袋
と
私
が
言
つ
た
の
は
︑
姉
の
足
が
小
さ
く

て
美
し
い
か
ら
で
も
あ
つ
た
が
︑
ま
た
足
袋
の
思
ひ
出
が
あ
る
か
ら
で
も
あ
つ

た
﹂
と
語
ら
れ
る
妹
の
﹁
思
ひ
出
﹂
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
︑
そ
の
中
を
進
出
す

る
︿
生
﹀
と
︿
死
﹀
を
繋
ぐ
媒
体
と
し
て
の
﹁
足
袋
﹂︑﹁
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
﹂
は

ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
︒
次
は
二
人
の
死
者
に
つ
い
て
の
﹁
思
ひ

出
﹂
を
背
負
っ
て
﹁
生
き
て
ゐ
る
﹂︿
私
﹀
の
心
象
を
さ
ら
に
探
究
し
て
い
き
た

い
︒

姉
は
あ
ん
な
に
や
さ
し
か
つ
た
の
に
︑
ど
う
し
て
あ
の
や
う
な
死
に
ざ
ま
を

見
せ
た
の
か
︑
私
に
は
わ
か
ら
な
か
つ
た
︒

夕
暮
に
意
識
不
明
と
な
り
︑
姉
は
身
を
の
け
ぞ
ら
せ
︑
つ
つ
ぱ
つ
て
握
つ
た

手
を
は
げ
し
く
ふ
る
は
せ
た
︒
そ
れ
も
止
む
と
︑
頭
を
枕
の
左
へ
落
と
し
さ
う

に
な
つ
た
︒
そ
の
時
︑
半
ば
あ
け
た
口
か
ら
白
い
蛔
虫
が
ゆ
つ
く
り
出
て
来

た
︒こ

の
虫
の
妙
な
白
さ
が
︑
そ
の
後
も
私
に
時
々
あ
ざ
や
か
に
思
ひ
浮
ぶ
こ
と

が
あ
る
︒
さ
う
い
ふ
時
私
は
白
足
袋
を
思
ひ
出
す
こ
と
に
し
て
い
る
︒

小
説
の
冒
頭
に
お
い
て
︑
姉
の
見
苦
し
い
死
に
様
が
描
か
れ
て
い
る
︒
姉
の
死

一
六
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体
か
ら
﹁
白
い
蛔
虫
﹂
が
這
い
出
し
て
く
る
︒﹁
こ
の
虫
の
妙
な
白
さ
﹂
が
︿
私
﹀

の
頭
に
食
い
込
ん
で
︑﹁
時
々
あ
ざ
や
か
に
﹂
思
い
浮
か
ん
で
く
る
︒
そ
れ
は
あ

き
ら
か
に
姉
の
死
の
不
気
味
さ
を
匂
わ
せ
て
い
る
が
︑﹁
や
さ
し
か
つ
た
﹂
姉
の

﹁
死
に
ざ
ま
﹂
の
不
可
解
や
﹁
妙
な
﹂
と
い
う
表
現
の
奥
に
は
︑
ま
た
死
の
世
界

の
非
現
実
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
さ
う
い
ふ
時
私
は
白
足
袋
を
思

ひ
出
す
こ
と
に
し
て
い
る
﹂
と
記
憶
の
連
鎖
反
応
が
起
こ
り
︑
辛
い
死
の
思
い
出

か
ら
姉
と
の
間
の
﹁
足
袋
の
思
ひ
出
﹂
へ
と
転
換
さ
せ
る
︒

私
が
十
二
の
十
二
月
の
こ
と
だ
つ
た
︒
近
く
の
町
で
︑
イ
サ
ミ
足
袋
宣
伝
映

画
大
会
と
い
ふ
の
が
あ
つ
た
︒
町
廻
り
の
楽
隊
が
赤
い
の
ぼ
り
を
お
し
た
て
て

私
の
村
へ
も
廻
つ
て
来
た
︒
楽
隊
の
ま
く
ビ
ラ
の
な
か
に
入
場
券
も
ま
ざ
つ
て

ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
︑
私
た
ち
村
の
子
供
は
楽
隊
に
つ
い
て
歩
い
て
︑
ビ
ラ
を

拾
つ
た
︒
ほ
ん
た
う
は
足
袋
に
つ
い
て
ゐ
る
レ
ツ
テ
ル
が
入
場
券
に
な
る
仕
組

み
だ
つ
た
︒

十
二
歳
の
︿
私
﹀
は
﹁
町
奴
風
な
絵
を
か
い
た
ビ
ラ
﹂
を
拾
っ
て
︑﹁
も
し
か

し
た
ら
ダ
メ
か
も
し
れ
な
い
と
い
ふ
不
安
﹂
な
気
持
ち
で
︑﹁
夕
方
早
く
か
ら
町

の
芝
居
小
屋
へ
行
っ
て
並
ん
だ
﹂
が
︑
結
局
木
戸
口
で
笑
わ
れ
︑
中
へ
入
れ
て
も

ら
え
な
か
っ
た
︒
そ
の
時
の
︿
私
﹀
の
様
子
に
つ
い
て

し
ょ
ん
ぼ
り
家
へ
帰
る
と
︑
ど
う
し
て
か
私
は
な
か
へ
は
い
れ
な
い
で
︑
井

戸
端
に
た
た
ず
ん
で
ゐ
た
︒
さ
び
し
さ
で
い
つ
ぱ
い
だ
つ
た
︒

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
滅
多
に
映
画
を
見
る
機
会
が
な
か
っ
た
か
ら
︑
よ
り
強
く

期
待
し
て
い
る
だ
ろ
う
︒
そ
ん
な
が
っ
か
り
し
た
︿
私
﹀
に
手
を
差
し
伸
べ
た
の

が
姉
で
あ
る
︒

手
桶
を
さ
げ
て
出
て
来
た
姉
が
ど
う
し
た
の
と
肩
に
手
を
か
け
と
︑
私
は
掌

で
顔
を
お
さ
へ
た
︒
姉
は
手
桶
を
そ
こ
に
置
い
て
︑
金
を
持
つ
て
き
た
︒

｢早
く
い
ら
つ
し
や
い
︒﹂

道
の
角
で
振
り
返
る
と
︑
姉
が
立
つ
て
見
送
つ
て
ゐ
た
︒
私
は
一
散
に
走
つ

た
︒

右
の
よ
う
な
︿
姉
﹀
と
︿
私
﹀
の
一
連
の
動
作
に
よ
っ
て
︑
暗
黙
の
う
ち
に
互

い
に
心
が
通
っ
て
い
る
姉
妹
の
姿
が
描
出
さ
れ
て
い
る
︒
姉
の
く
れ
た
金
で
足
袋

を
購
入
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
︑

｢何
文
で
す
か
︒﹂
と
聞
か
れ
て
︑
私
は
ま
ご
ま
ご
し
た
︒

｢そ
の
︑
は
い
て
る
の
を
脱
い
で
ご
ら
ん
︒﹂

こ
は
ぜ
に
九
文
と
書
い
て
あ
つ
た
︒

帰
っ
て
か
ら
そ
の
足
袋
を
姉
に
渡
し
た
︒
姉
も
九
文
だ
つ
た
︒

姉
も
妹
も
﹁
九
文
﹂
︵
約
二
十
・
六
セ
ン
チ
︶
の
足
袋
を
履
い
て
い
る
︒
こ
う
し

て
姉
と
の
﹁
足
袋
の
思
ひ
出
﹂
が
妹
の
頭
に
定
着
し
た
の
で
あ
る
︒

姉
の
足
袋
の
﹁
思
ひ
出
﹂
か
ら
二
年
後
︑
十
四
歳
に
な
っ
た
妹
一
家
は
﹁
朝
鮮

に
渡
つ
て
︑
京
城
に
住
ん
﹂
だ
︒
そ
こ
で
﹁
三
橋
先
生
﹂
の
﹁
シ
ル
ク
・
ハ
ツ

ト
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
展
開
し
て
い
く
︒
女
学
校
三
年
生
に
な
っ
た
妹
は
﹁
三
橋

先
生
に
親
し
み
過
ぎ
る
﹂
と
い
う
噂
で
注
意
さ
れ
︑﹁
先
生
を
訪
ね
る
こ
と
は
禁

じ
ら
れ
て
ゐ
﹂
た
︒
そ
の
ま
ま
学
期
末
を
迎
え
︑
先
生
が
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
た
理

由
で
︑
試
験
も
な
い
ま
ま
冬
休
み
に
入
る
︒

ク
リ
ス
マ
ス
前
の
町
に
母
と
出
た
私
は
︑
先
生
に
お
く
り
も
の
す
る
つ
も
り

で
︑
真
つ
赤
な
繻
子
の
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
を
買
つ
た
︒
帽
子
の
リ
ボ
ン
に
は
︑

川
端
康
成
の
戦
後
作
品
に
お
け
る
︿
記
憶
﹀
の
変
奏

一
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濃
い
緑
の
柊
の
葉
が
赤
い
実
を
添
へ
て
插
し
て
あ
つ
た
︒
銀
紙
に
く
る
ん
だ

チ
ョ

コ
レ
イ
ト
が
入
つ
て
ゐ
た
︒

｢真
つ
赤
な
繻
子
の
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
﹂
と
﹁
赤
い
実
を
添
へ
﹂
た
﹁
濃
い
緑

の
柊
の
葉
﹂
と
︑
視
覚
的
に
鮮
明
な
対
比
を
な
し
て
お
り
︑
生
命
力
に
満
ち
溢
れ

て
い
る
︒﹁
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
﹂
に
は
先
生
の
一
日
も
早
い
回
復
を
願
う
妹
の
思

い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
帽
子
の
買
っ
た
﹁
町
通
の
本
屋
へ
は
い
る
と

姉
に
会
つ
た
﹂
の
で
あ
る
︒︿
私
﹀
は
一
刻
も
早
く
そ
の
喜
び
を
姉
に
分
か
ち
合

お
う
と
思
っ
て
﹁
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
の
包
を
見
せ
﹂
て
や
っ
た
︒

｢こ
れ
な
に
か
あ
て
て
ご
ら
ん
︒
三
橋
先
生
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
の
︒﹂

｢ち
よ
つ
と
︑
そ
れ
だ
け
は
や
め
と
い
て
︒﹂
と
姉
は
低
い
声
で
な
じ
る
や
う

に
︑｢あ

ん
な
に
学
校
か
ら
も
言
は
れ
て
る
ぢ
や
な
い
の
︒﹂

私
の
幸
福
は
消
え
た
︒
姉
と
私
と
が
は
つ
き
り
別
の
人
だ
と
︑
こ
の
時
は
じ

め
て
感
じ
た
や
う
だ
つ
た
︒

｢私
の
幸
福
﹂
は
何
か
︒
そ
し
て
な
ぜ
消
え
た
の
か
︒
妹
は
先
生
に
贈
り
物
を

す
る
こ
と
で
︑
先
生
と
繋
が
っ
て
い
る
幸
福
感
を
味
わ
う
︒
し
か
し
︑﹁
九
文
﹂

の
﹁
足
袋
﹂
を
二
人
そ
ろ
え
て
履
い
て
︑
こ
れ
ま
で
一
体
感
が
感
じ
ら
れ
て
き
た

姉
に
理
解
し
て
も
ら
え
ず
︑
世
間
の
目
の
存
在
を
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒﹁
姉

と
私
と
が
は
つ
き
り
別
の
人
だ
﹂
と
﹁
は
じ
め
て
感
じ
た
や
う
﹂
に
思
い
︑
妹
は

姉
と
の
距
離
感
を
抱
か
さ
れ
る
︒﹁
こ
こ
に
は
そ
れ
ま
で
以
前
の
︿
私
﹀
の
姉
と

の
強
い
紐
帯
が
う
か
が
え
る
と
と
も
に
︑
い
わ
ば
鏡
像
的
な
関
係
に
あ
っ
た
二
人

に
分
断
が
生
起
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
も
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
二
人
の
懸
隔
は
最

終
的
に
は
︿
私
﹀
＝
生
者
／
姉
＝
死
者
と
い
う
バ
イ
ナ
リ
ー
の
も
と
︑
最
も
極
端

な
形
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
﹂
と
内
田
が
前
掲
の
論
で
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
︑
両
者
の
関
係
性
の
力
学
に
は
︑
︿
生
者
﹀
と
︿
死
者
﹀
の
生
命
の
統

合
・
変
容
と
い
っ
た
移
し
の
力
が
潜
ん
で
い
る
︒

こ
こ
で
ひ
と
ま
ず
︑
作
品
冒
頭
の
姉
の
棺
に
﹁
足
袋
﹂
を
入
れ
る
場
面
に
立
ち

戻
っ
て
み
た
い
︒

姉
の
棺
に
い
ろ
ん
な
も
の
を
入
れ
た
時
︑

｢お
母
さ
ま
︑
足
袋
は
？
足
袋
も
入
れ
て
︒
﹂
と
私
は
言
つ
た
︒

｢さ
う
さ
う
︑
足
袋
を
忘
れ
て
ま
し
た
︒
こ
の
子
は
足
が
き
れ
い
だ
つ
た
か

ら
︒﹂｢九

文
よ
︒
お
母
さ
ま
や
私
の
と
ま
ち
が
へ
て
は
だ
め
よ
︒﹂
と
私
は
念
を
押

す
や
う
に
言
つ
た
︒

足
袋
と
私
が
言
っ
た
の
は
︑
姉
の
足
が
小
さ
く
て
美
し
い
か
ら
で
も
あ
つ
た

が
︑
ま
た
足
袋
の
思
ひ
出
が
あ
る
か
ら
で
あ
つ
た
︒

｢足
袋
﹂
を
姉
の
棺
に
入
れ
て
と
母
に
頼
ん
だ
の
は
︑﹁
足
袋
の
思
ひ
出
﹂
が
あ

る
か
ら
だ
︒
そ
の
後
も
﹁
虫
の
妙
な
白
さ
﹂
か
ら
﹁
白
足
袋
﹂
へ
と
記
憶
の
連
鎖

反
応
を
起
こ
す
︒
そ
の
意
味
に
お
い
て
︑﹁
足
袋
﹂
は
姉
の
非
現
実
的
な
死
の
世

界
と
結
び
つ
け
ら
れ
︑
そ
こ
か
ら
妹
の
﹁
思
い
出
﹂
の
世
界
へ
と
進
出
す
る
媒
体

で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒﹁
思
ひ
出
﹂
と
い
う
場
・
領
域
に
お
い
て
︑︿
死
者
﹀
と
し

て
の
姉
と
︿
生
者
﹀
と
し
て
の
妹
と
︑
両
者
の
生
命
の
統
合
を
実
現
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
︒﹁
赤
い
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
と
白
い
足
袋
と
は
︑
な
ん
で
あ
つ
た
か

と
︑
生
き
て
ゐ
る
私
は
考
へ
る
﹂
と
い
う
小
説
の
結
末
か
ら
︑︿
生
﹀
へ
傾
く

ニ
ュ
ア
ン
ス
が
汲
み
取
れ
︑
現
実
を
超
え
る
姉
の
再
生
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
︒

赤
い
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
は
私
の
机
の
上
に
置
い
た
ま
ま
︑
ク
リ
ス
マ
ス
も
過
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ぎ
た
︒
し
か
し
︑
暮
れ
の
三
十
日
に
そ
の
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
が
な
く
な
つ
て
ゐ

た
︒
私
は
ま
た
幸
福
の
影
も
消
え
た
や
う
に
思
つ
た
︒
で
も
︑
ど
う
し
た
の
か

姉
に
も
言
へ
な
か
つ
た
︒

実
際
先
生
に
渡
せ
な
か
っ
た
﹁
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
﹂
は
︑
先
生
に
つ
い
て
の
思

い
出
だ
け
残
っ
て
お
り
︑﹁
幸
福
の
影
﹂
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
の
行
方
に
つ
い

て
︑
姉
に
も
聞
け
ず
に
︑﹁
あ
く
る
日
の
大
晦
日
の
夜
﹂︑
妹
は
先
生
の
死
を
告
知

さ
れ
た
︒
ず
っ
と
外
出
し
な
か
っ
た
の
で
︑
家
族
に
隠
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

｢あ
の
チ
ョ

コ
レ
イ
ト
︑
三
橋
先
生
に
お
供
へ
し
と
い
た
わ
よ
︒
白
い
お
花

の
陰
に
赤
い
珠
を
置
い
た
や
う
で
︑
き
れ
い
だ
つ
た
わ
︒
お
棺
の
中
へ
入
れ
て

も
ら
ふ
や
う
に
頼
ん
ど
い
た
の
︒﹂

贈
り
物
す
る
つ
も
り
で
買
っ
た
︿
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
﹀
は
︑﹁
白
い
お
花
の
陰

に
﹂
飾
ら
れ
た
﹁
赤
い
珠
﹂
の
よ
う
に
︑﹁
三
橋
先
生
﹂
の
棺
の
中
へ
入
れ
て

あ
っ
た
︒
そ
れ
で
︑
永
遠
に
妹
の
記
憶
に
留
ま
る
だ
ろ
う
︒﹁
三
橋
先
生
も
安
下

宿
で
薄
い
蒲
団
の
上
で
︑
咽
を
ぜ
い
ぜ
い
鳴
ら
し
な
が
ら
︑
目
玉
の
飛
び
出
す
や

う
に
苦
し
ん
で
死
ん
だ
﹂
と
い
う
︒
姉
と
同
じ
く
無
惨
な
死
に
様
だ
っ
た
︒
先
の

︿
足
袋
﹀
の
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
︿
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
﹀
に
敷
衍
す
れ
ば
︑
死

の
象
徴
と
し
て
の
︿
白
﹀
に
生
命
の
躍
動
す
る
︿
赤
﹀(

)

が
﹁
き
れ
い
﹂
に
映
し
出

10

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
︑
再
生
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
く
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て

︿
私
﹀
に
と
っ
て
大
切
な
二
人
が
︑
自
分
の
﹁
思
ひ
出
﹂
の
中
で
ず
っ
と
生
き
続

け
る
︒私

が
棺
の
な
か
へ
物
を
入
れ
て
あ
げ
た
の
は
︑
こ
の
赤
い
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト

と
白
い
足
袋
と
︑
ま
だ
二
度
し
か
な
い
︒

〈赤
い
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト
﹀
も
︿
白
い
足
袋
﹀
も
直
接
に
棺
の
中
へ
入
れ
な

か
っ
た
が
︑
あ
え
て
﹁
私
が
⁝
⁝
入
れ
て
あ
げ
た
﹂
と
書
か
れ
た
の
は
︑︿
私
﹀

が
姉
や
先
生
の
﹁
生
﹂
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
年
齢
の
若
い
︿
私
﹀
が

今
ま
で
遭
遇
し
た
死
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
だ
ろ
う
︒﹁
ま
だ
二
度
し
か
な
い
﹂

と
い
う
表
現
に
は
︑
そ
う
し
た
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
一
方
︑
こ
れ
か
ら
ま
た

︿
生
﹀
の
︿
思
ひ
出
﹀
が
増
え
て
い
く
と
未
来
に
向
け
て
い
る
﹁
私
﹂
の
視
線
も

う
か
が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

森
は
前
掲
の
論
文
に
お
い
て
︑﹁
足
袋
﹂
と
同
時
期
に
連
載
さ
れ
た
小
説
﹁
再

婚
者
﹂
の
﹁
未
来
ま
で
記
憶
が
影
響
す
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
﹂
場
面
を
引
用

し
︑﹁﹁
足
袋
﹂
の
結
末
は
そ
こ
ま
で
の
強
さ
は
な
い
が
︑
未
来
に
目
を
向
け
は
じ

め
て
い
る
﹁
私
﹂
が
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
生
き
て
い
く
意
味
を
見
出
し
初
め
て

い
る
﹁
私
﹂
が
い
る
の
で
は
な
い
か
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
︒
小
説
の
終
わ
り
に
︑

︿
生
き
て
ゐ
る
私
﹀
の
脳
裏
を
去
来
し
た
の
は
︑
姉
や
﹁
三
橋
先
生
﹂
の
無
惨
な

死
で
は
な
く
︑
二
人
の
分
ま
で
生
き
て
い
く
未
来
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

四
︑
結

｢紅
梅
﹂
は
父
︑
母
と
︿
私
﹀
の
記
憶
を
駆
使
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の

︿
生
﹀
が
相
対
化
さ
れ
る
一
方
︑﹁
足
袋
﹂
は
死
者
と
し
て
の
姉
や
﹁
三
橋
先
生
﹂

が
︑
妹
の
﹁
思
ひ
出
﹂
の
中
で
ま
っ
と
う
し
て
い
く
︿
生
﹀
を
描
く
︒

戦
後
の
作
品
に
明
滅
す
る
︿
記
憶
﹀
を
辿
っ
て
い
く
と
︑﹁
明
月
﹂
︵
﹁
文
芸
﹂

一
九
五
二
年
一
一
月
︶
と
い
う
掌
の
小
説
が
浮
か
ん
で
く
る
︒
作
品
に
お
い
て
は
︑

﹁
不
死
の
一
日
﹂
で
あ
る
月
子
の
誕
生
日
に
︑
形
を
超
え
て
伝
統
美
を
代
表
す
る

宗
達
の
絵
を
通
し
て
思
い
出
さ
れ
る
﹁
私
﹂
が
存
在
す
る
︒
つ
ま
り
︑
月
子
の

﹁
思
ひ
出
﹂
の
中
に
存
在
す
る
﹁
私
﹂
の
生
も
永
遠
的
な
も
の
︱
︱
︿
不
死
﹀
に

な
る
の
だ
と
導
か
れ
る(

)

︒
11

川
端
康
成
の
戦
後
作
品
に
お
け
る
︿
記
憶
﹀
の
変
奏
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過
去
と
現
実
に
引
き
摺
ら
れ
て
敗
戦
後
を
生
き
て
い
る
﹁
女
の
手
﹂
の
主
人
公

北
川
の
姿
︑
戦
後
の
生
活
に
専
念
す
る
﹁
紅
梅
﹂
の
母
︑
及
び
﹁
足
袋
の
思
ひ

出
﹂
の
中
で
再
生
す
る
姉
︑
さ
ら
に
月
子
の
﹁
思
ひ
出
﹂
の
中
に
存
在
す
る

﹁
私
﹂
の
永
遠
的
な
︿
生
﹀
は
︑
戦
後
を
生
き
る
人
々
の
人
間
像
で
あ
り
︑
敗
戦

か
ら
死
後
の
︿
生
﹀
を
逆
説
的
に
生
き
る
こ
と
に
な
っ
た
川
端
の
姿
も
彷
彿
す

る
︒﹁
思
い
出
﹂
を
隠
し
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
︑︿
過
去
﹀︿
現
在
﹀
と
︿
未
来
﹀

と
い
う
時
空
に
お
い
て
︑
意
識
的
に
︿
記
憶
﹀
を
機
能
さ
せ
︑
人
間
の
︿
生
﹀
の

実
態
を
深
く
追
及
す
る
︒
そ
れ
が
戦
後
の
川
端
文
学
の
特
質
を
色
濃
く
映
し
出
し

て
い
る
︒

註(

)

長
谷
川
和
美
﹁
川
端
康
成
﹃
女
の
手
﹄
論
︱
︱
死
者
の
記
憶
と
日
本
の
美
を
結
ぶ
手

1

︱
︱
﹂︵﹁
近
畿
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
﹂
第
六
号

二
〇
〇
四
年
三
月
︶

(

)

内
田
裕
太
﹁
明
滅
す
る
記
憶
︱
︱
川
端
康
成
﹁
女
の
手
﹂
に
導
か
れ
て
︱
︱
﹂︵﹁
文
学

2

研
究
論
集
﹂
第
四
七
号

二
〇
一
七
年
九
月
︶

(

)

十
六
巻
本
﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
第
一
一
巻
﹁
あ
と
が
き
﹂︵
新
潮
社

一
九
五
〇
年
八

3

月
︶

(

)

森
晴
雄
﹁﹃
紅
梅
﹄
︱
︱

”

老
梅“

と

”

思
い
で“

﹂︵
川
端
康
成
﹃
掌
の
小
説
﹄
論
﹁
貧

4

者
の
恋
人
﹂
そ
の
他

龍
書
房

二
〇
〇
〇
年
一
一
月
︶

(

)

田
村
嘉
勝
﹁﹁
紅
梅
﹂
論
︱
︱
主
体
か
ら
客
体
へ
﹂
︵﹁
芸
術
至
上
主
義
文
芸
﹂
第
四
八
号

5

二
〇
二
二
年
一
一
月
︶

(

)

川
端
に
よ
っ
て
翌
年
発
表
さ
れ
た
﹁
雪
﹂︵
﹁
婦
人
文
庫
﹂
一
九
四
九
年
一
︑
二
月
︶
で

6

は
︑
尾
形
乾
山
の
﹁
紅
梅
白
梅
図
﹂
が
登
場
し
︑
﹁
床
の
花
に
も
梅
の
つ
ぼ
み
は
あ
る
︒

し
か
し
私
は
絵
の
梅
の
方
を
多
く
見
な
が
ら
︑
な
ん
と
な
く
﹁
永
遠
﹂
と
い
ふ
や
う
な

も
の
を
思
つ
て
い
る
﹂
と
︑
芸
術
家
の
尾
形
乾
山
・
光
琳
︵
日
本
の
︿
伝
統
・
古
典
﹀
︶

や
︿
永
遠
﹀
の
イ
メ
ー
ジ
を
︿
梅
﹀
と
関
連
づ
け
る
形
で
定
着
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒

(

)

石
川
巧
﹁︿
掌
の
小
説
﹀
論
序
説
︱
川
端
康
成
論
︵
三
︶
﹂︵﹁
叙
説
﹂
一
九
九
七
年
一
月
︶

7(

)

森
晴
雄
﹁﹁
足
袋
﹂
︱

”

白
い
足
袋“

と

”

赤
い
シ
ル
ク
・
ハ
ツ
ト“

﹂
︵
川
端
康
成
﹃
掌

8

の
小
説
﹄
論
︱
﹁
心
中
﹂
そ
の
他

龍
書
房

一
九
九
七
年
四
月
︶

(

)

内
田
裕
太
﹁
死
の
記
憶
︑
あ
る
い
は
鎮
魂
に
つ
い
て
︱
川
端
康
成
﹁
足
袋
﹂
論
︱
﹂

9

︵﹁
芸
術
至
上
主
義
文
芸
﹂
第
四
十
三
号

二
〇
一
七
年
一
一
月
︶

(

)

周
閲
は
﹃
川
端
康
成
文
学
的
文
化
学
研
究
︱
以
東
方
文
化
為
中
心
﹄
︵
北
京
大
学
出
版
社

10

二
〇
〇
八
年
九
月
︶
に
お
い
て
︑
川
端
文
学
の
中
で
の
色
彩
表
現
を
テ
ー
マ
と
し
︑

︿
白
﹀
と
︿
赤
﹀
の
対
比
的
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
︒

(

)

拙
稿
﹁
川
端
康
成
﹁
明
月
﹂
論
︱
︿
死
﹀
か
ら
︿
不
死
﹀
へ
﹂︵﹁
芸
術
至
上
主
義
文
芸
﹂

11

第
四
二
号

二
〇
一
六
年
一
一
月
︶
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
︒

︿
付
記
﹀

本
文
の
引
用
は
全
て
三
十
七
巻
本
﹃
川
端
康
成
全
集
﹄
︵
新
潮
社
︶
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

な
お
︑
引
用
に
際
し
て
︑
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
︒

︵
中
国
青
島
科
技
大
学
外
国
語
学
院
講
師
)
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