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架
空
性
と
現
実
性
の
狭
間
で―

村
上
春
樹
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー

ル
」
の
変
わ
ら
な
い
も
の 

古
家 

敏
亮 

 
 

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
記
憶
、
時
間
、
架
空
性
、
現
実
性
、
不
変 

 

は
じ
め
に 

 

村
上
春
樹
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
(1)

が
書
き
下
ろ
し
と
し
て
発
表
さ
れ
て
か

ら
二
十
年
の
年
月
を
重
ね
た
が
、
折
に
触
れ
新
た
な
息
吹
を
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
。

二
〇
一
六
年
十
二
月
一
一
日
か
ら
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
「
英
語
で
読
む
村
上
春
樹 

世
界

の
な
か
の
日
本
文
学
」（
テ
キ
ス
ト
は
二
〇
一
六
年
一
二
月
～
二
〇
一
七
年
三
月
）
で

十
二
回
に
渡
っ
て
辛
島
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
が
解
説
を
し
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
に
カ
ッ

ト
・
メ
ン
シ
ッ
ク
の
鮮
烈
な
イ
ラ
ス
ト
に
彩
ら
れ
た
ア
ー
ト
ブ
ッ
ク
（
新
潮
社
）
が

発
売
、
そ
し
て
二
〇
一
八
年
八
月
に
は
Ｐ
Ｍ
Ｇ
Ｌ
に
よ
る
印
象
的
な
漫
画
［
バ
ン
ド

デ
シ
ネ
］
（
Ｊ
ｃ 

ド
ゥ
ヴ
ニ
翻
案
、
ス
イ
ッ
チ
・
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ
、
「H

A
R

U
K

I 
 

M
U

R
A

K
A

M
I 
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 S
T

O
R

IE
S

」
全
九
巻
の
第
四
巻
）
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
ま
た
、

二
〇
〇
六
年
以
降
中
学
三
年
生
の
教
科
書
『
伝
え
合
う
言
葉 

中
学
国
語
３
』（
教
育

出
版
）
に
収
録
さ
れ
続
け
て
い
る
が
、
二
〇
二
三
年
よ
り
高
等
学
校
の
教
科
書
『
新 

文
学
国
語
』（
三
省
堂
）
の
教
材
に
も
な
っ
て
い
る
(2)

。
二
十
歳
の
誕
生
日
と
い
う
特

別
な
一
日
、
「
彼
女
」
が
体
験
し
た
不
思
議
な
出
来
事
、
「
彼
女
」
は
一
体
何
を
願
っ

た
の
か
と
い
う
謎
、
過
去
と
現
在
が
交
互
に
進
む
小
気
味
い
い
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
。

そ
れ
が
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
の
魅
力
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

自
分
の
身
に
も
起
き
そ
う
な
身
近
さ
と
い
く
つ
も
の
謎
を
解
く
痛
快
さ
は
、
小
品
な

が
ら
読
者
を
つ
か
む
力
が
あ
る
。
読
後
に
「
二
十
歳
の
誕
生
日
、
自
分
は
何
を
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
？
」
と
自
問
す
る
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ

ー
ル
」
は
読
者
に
新
た
な
読
み
を
誘
い
続
け
る
テ
ク
ス
ト
だ
と
言
え
る
。 

周
知
の
と
お
り
、本
テ
ク
ス
ト
の
構
造
は
三
つ
の
物
語
か
ら
成
っ
て
い
る
。「
彼
女
」

の
二
十
歳
の
誕
生
日
一
日
の
物
語
は
、「
彼
女
」
と
オ
ー
ナ
ー
の
物
語
を
内
包
し
、
同

時
に
そ
の
二
つ
の
物
語
を
入
れ
子
に
し
て
現
在
の
「
彼
女
」
と
「
僕
」
の
物
語
が
語

ら
れ
る
。
そ
の
記
憶
＝
「
彼
女
」
の
二
十
歳
の
誕
生
日
の
出
来
事
は
、
異
な
る
時
間

軸
で
「
彼
女
」
の
直
接
話
法
に
よ
る
語
り
と
、
語
り
手
の
「
僕
」
に
よ
る
「
彼
女
」

の
話
の
再
話
と
い
う
二
つ
の
位
相
で
語
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
時
間
と
記
憶
と
い
う

普
遍
的
な
テ
ー
マ
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
時
間
と
記
憶
は
、
村
上
春
樹
文
学

を
読
み
解
く
キ
ー
概
念
の
一
つ
で
あ
り
(3)

、
本
テ
ク
ス
ト
を
考
察
す
る
上
で
も
有
効

な
視
点
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。「
彼
女
」
の
物
語
は
、
曖
昧
さ
を
象
徴
す
る
記
憶
の

架
空
性
と
、
正
確
さ
を
象
徴
す
る
時
間
の
現
実
性
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
性
格

を
併
せ
持
つ
。
人
は
、
確
か
な
時
間
の
中
に
あ
る
過
去
の
出
来
事
＝
記
憶
を
、
架
空

性
と
と
も
に
物
語
と
し
て
語
る
も
の
で
あ
る
。 

本
稿
で
は
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
を
時
間
と
記
憶
の
分
析
を
通
し
て
、「
彼
女
」

が
〝
変
わ
ら
な
い
も
の
〟
の
存
在
を
語
る
物
語
と
し
て
読
み
解
い
て
み
た
い
。
そ
し

て
物
語
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
「
彼
女
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
あ
る
「
イ
タ
リ
ア
料

理
店
」
の
一
切
が
、
本
テ
ク
ス
ト
の
「
テ
ー
マ
」
を
示
す
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
っ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

 

一 

記
憶
の
書
き
換
え 

 

ま
ず
は
基
本
的
な
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
は
、
二

十
歳
の
誕
生
日
と
い
う
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
物
語
で
あ
る
。「
人
生
と
い
う
も
の
が

ま
だ
う
ま
く
つ
か
め
て
い
な
い
」、「
そ
の
仕
組
み
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
」
と
述
べ
て

い
た
「
彼
女
」
が
、
二
十
歳
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
＝
オ
ー
ナ
ー
に
願
い
ご
と
を
す

る
と
い
う
通
過
儀
礼
を
通
し
て
、
十
数
年
後
に
「
自
分
以
外
に
は
な
れ
な
い
」
と
い

う
感
慨
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
物
語
と
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
一
種
の
〝
成

長
物
語
〟
と
一
応
は
言
え
る
。
そ
の
「
彼
女
」
に
つ
い
て
は
、
大
分
か
ら
上
京
し
、

「
そ
こ
そ
こ
に
名
の
知
れ
た
六
本
木
の
イ
タ
リ
ア
料
理
店
」
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
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い
た
こ
と
、
現
在
は
結
婚
し
一
定
水
準
の
暮
ら
し
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
程
度

で
、
二
十
歳
の
誕
生
日
か
ら
現
在
ま
で
を
紡
ぐ
物
語
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
同
様
に
、

「
彼
女
」
の
話
を
再
話
す
る
主
な
語
り
手
で
も
あ
る
「
僕
」
の
素
性
や
、「
彼
女
」
と

「
僕
」
の
関
係
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
登
場
人
物
は
架
空
性
の
強

い
設
定
と
な
っ
て
い
る
（
た
だ
し
、「
彼
女
」
が
働
く
お
店
の
人
々
は
か
な
り
克
明
に

描
写
さ
れ
て
い
る
）
。
ま
た
、
入
れ
子
型
の
構
造
、
社
会
的
シ
ス
テ
ム
対
個
、
あ
ち
ら

側
／
こ
ち
ら
側
、
不
気
味
な
も
の
（
あ
る
い
は
奇
妙
な
も
の
）
の
存
在
、
謎
を
残
し

た
ま
ま
物
語
が
閉
じ
ら
れ
る
設
定
、
可
能
世
界
の
想
定
等
々
、
こ
の
時
期
の
村
上
春

樹
文
学
の
特
徴
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
容
易
に
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
さ
ら
に
熱
心
な
読
者
な
ら
、
す
で
に
書
か
れ
て
い
る
他
の
作
品
と
の
共
通

性
や
類
似
性
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
(4)

。 

「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
の
先
行
研
究
は
、
基
本
的
に
は
宿
命
論
あ
る
い
は
決

定
論
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
二
十
歳
の
誕
生
日
に
願
っ
た
こ
と

が
現
在
の
「
彼
女
」
を
規
定
し
て
お
り
、
過
去
の
願
い
に
よ
っ
て
別
の
人
生
の
可
能

性
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
結
果
、「
彼
女
」
は
別
の
願
い
へ
の
憧
憬
と
現
在

の
自
分
の
人
生
に
あ
る
種
の
欠
落
や
あ
き
ら
め
を
感
じ
て
い
る
、
と
い
う
読
み
の
是

非
を
問
題
に
し
て
き
た
と
言
え
る
(5)

。
明
ら
か
に
標
準
以
上
で
あ
る
現
在
の
暮
ら
し

ぶ
り
が
、
①
「
沈
黙
」「
奥
行
き
の
な
い
目
」「
ひ
か
ら
び
た
微
笑
み
の
影
」「
ひ
っ
そ

り
と
し
た
あ
き
ら
め
の
よ
う
な
も
の
」
と
い
う
「
彼
女
」
の
表
情
や
感
情
と
共
に
語

ら
れ
る
こ
と
、
②
「
そ
れ
ほ
ど
悪
く
な
さ
そ
う
だ
け
ど
」
と
い
う
「
僕
」
の
評
価
に

「
ア
ウ
デ
ィ
の
バ
ン
パ
ー
に
ふ
た
つ
ば
か
り
へ
こ
み
が
あ
っ
て
も
？
」
と
確
認
せ
ず

に
は
お
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
③
「
人
間
と
い
う
の
は
、
何
を
望
ん
だ
と
こ
ろ
で
」

「
自
分
以
外
に
は
な
れ
な
い
」
と
い
う
諦
念
め
い
た
言
葉
を
発
す
る
こ
と
、
な
ど
の

根
拠
に
つ
い
て
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

①
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
見
え
る
「
彼
女
」
の
表
情
は
、「
僕
」
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
と

ら
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
あ
く
ま
で
も
「
僕
」
の
主
観
と
読
む
こ
と
が
で
き

る
。
②
は
、「
彼
女
」
と
「
僕
」
の
関
係
を
ど
う
読
む
か
に
も
よ
る
が
、
気
の
利
い
た

「
彼
女
」
の
洒
落
た
問
い
返
し
と
も
と
れ
る
し
(6)

、
③
の
台
詞
を
諦
め
の
言
葉
と
し

て
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、「
彼
女
」
の
願
い
ご
と
は
限
り
な
く
〝
自
分
以
外
の
自
分
に
な

り
た
い
〟
と
い
う
内
容
に
収
斂
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
以
上
か
ら
本
稿
は
宿

命
論
あ
る
い
は
決
定
論
と
は
異
な
る
立
場
を
と
る
が
、
そ
も
そ
も
記
憶
と
い
う
も
の
、

す
な
わ
ち
過
去
の
物
語
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
自
体
を
問
題
に

し
た
い
。 

深
津
謙
一
郎
が
正
し
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
今
こ
う
あ
る
こ
と
に
意
味
を
見
出
せ

ず
、
そ
の
無
根
拠
さ
に
直
面
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
こ
の
こ
と
に
起
因
す
る
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
危
機
（
中
略
）
を
回
避
す
る
た
め
に
物
語
が
呼
び
出
さ
れ
る
」。
そ
し
て

「
彼
女
」
は
、
そ
の
物
語
＝
「
二
十
歳
の
誕
生
日
と
い
う
起
源
に
遡
っ
て
、
そ
の
地

点
か
ら
今
を
意
味
づ
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
」（
前
出
「「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」

―

「
個
」
を
損
な
う
物
語
の
在
り
か
」。
注
(5)
参
照
）。
し
か
し
、
過
去
の
物
語
と
は

そ
の
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
在
の
時
点
か
ら
書
き
換
え
ら

れ
た
過
去
、
再
構
成
さ
れ
た
記
憶
の
物
語
で
あ
る
、
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
貫

し
て
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
文
学
と
の
接
続
の
可
能
性
／
不
可
能
性
を
追
求
し
て
い

る
千
田
洋
幸
は
、「
蜂
蜜
パ
イ
」（『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
新
潮
社
、
二
〇

〇
〇
・
二
）
に
つ
い
て
、
夏
目
漱
石
『
そ
れ
か
ら
』
と
の
相
似
性
・
共
通
性
に
着
目

し
な
が
ら
、
代
助
の
回
想
は
「
記
憶―

物
語
を
書
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い

自
己
を
立
ち
上
げ
る
主
体
の
あ
り
方
の
典
型
を
な
ぞ
っ
て
」
お
り
、
こ
の
二
作
が
と

も
に
「
過
去
か
ら
現
在
、
現
在
か
ら
未
来
へ
と
生
き
延
び
て
い
く
た
め
に
、
自
己
の

生
＝
物
語
を
い
か
に
書
き
換
え
て
い
く
か
、
を
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
」
と
論

じ
て
い
る
（「
「
蜂
蜜
パ
イ
」・
『
輪
る
ピ
ン
ク
ド
ラ
ム
』
に
お
け
る
分
有
へ
の
意
志―

一
九
九
五
年
／
二
〇
一
一
年
以
後
の
〝
生
存
戦
略
〟―

」『
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
思

想
圏 

文
学
と
の
接
続
可
能
性
あ
る
い
は
不
可
能
性
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
三
・
四
）。

つ
ま
り
、
今
を
意
味
づ
け
、
新
し
い
自
己
を
立
ち
上
げ
新
た
な
世
界
へ
踏
み
出
し
て

い
く
た
め
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
物
語
と
は
、
自
己
の
過
去
を
意
識
的
に
書
き
換
え
再

構
成
さ
れ
た
物
語
な
の
で
あ
る
(7)

。
千
田
の
見
立
て
に
依
拠
す
れ
ば
、「
彼
女
」
の
二

十
歳
の
誕
生
日
を
め
ぐ
る
物
語
も
、
現
在
の
「
彼
女
」
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
た

物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
た
い
て
い
の
人
は
自
分
の
二
十
歳
の
誕
生
日
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の
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
る
」
と
い
う
語
り
手
の
言
葉
は
、
周
到
に
仕
掛
け
ら
れ
た

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
(8)

。
た
い
て
い
の
人
は
、
自
分
の
二
十
歳
の
誕
生
日
に
つ
い

て
の
物
語
を
創
作
し
、
そ
れ
を
あ
た
か
も
真
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
憶
の
引
き
出

し
に
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
起
点
は
ど
こ
か
の
過
去
の
起
源
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
あ
く
ま
で
も
現
在
な
の
で
あ
る
。
ま
た
本
テ
ク
ス
ト
に
は
、
複
数
の
解
釈
を

許
容
で
き
る
表
現
が
全
編
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
揺
れ
る
物
語
言
説
は
物
語
内

容
を
記
憶
の
よ
う
に
曖
昧
に
す
る
。
本
稿
の
中
で
も
い
く
つ
か
の
箇
所
を
指
摘
し
て

い
る
が
、
多
義
的
な
文
体
が
物
語
の
架
空
性
ま
た
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
性
を
増
長
す
る

効
果
を
上
げ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
例
え
ば
、
本
文
中
に
二
度
出
て
く
る
「
し

か
し
た
っ
た
ひ
と
つ
だ
か
ら
、
よ
く
よ
く
考
え
た
方
が
い
い
よ
」
と
「
ひ
と
つ
だ
け
。

あ
と
に
な
っ
て
思
い
直
し
て
ひ
っ
こ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
ね
」
と
い
う
「
空

中
に
指
を
一
本
あ
げ
」
て
語
ら
れ
る
台
詞
も
、
冷
静
に
考
え
れ
ば
、
願
い
ご
と
を
か

な
え
て
あ
げ
よ
う
と
言
わ
れ
て
口
に
す
る
願
い
ご
と
は
「
ひ
と
つ
だ
け
」
に
決
ま
っ

て
い
る
し
、「
あ
と
に
な
っ
て
思
い
直
し
て
ひ
っ
こ
め
」
た
り
も
し
な
い
だ
ろ
う
。
当

た
り
前
の
こ
と
が
何
か
特
別
な
こ
と
に
転
換
さ
れ
て
し
ま
う
書
き
方
で
あ
る
。 

テ
ク
ス
ト
に
は
、「
彼
女
」
の
話
や
行
動
あ
る
い
は
記
憶
を
含
め
た
い
く
つ
か
の
ズ

レ
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
現
在
の
「
彼
女
」
は
「
毎
晩
八
時
過
ぎ
に
、

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
食
事
を
オ
ー
ナ
ー
の
部
屋
ま
で
運
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
た
」（
傍
線

引
用
者
。
以
下
、
引
用
中
の
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
）
と
語
る
(9)

。
実
際
、

腹
痛
を
起
こ
し
た
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
最
初
「
八
時
に
な
っ
た
ら
、
食
事
を
６
０
４
号

室
に
運
ん
で
く
れ
」
と
言
っ
て
い
た
し
、「
八
時
に
な
っ
て
オ
ー
ナ
ー
の
食
事
が
整
う

と
」「
彼
女
」
は
食
事
を
運
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
ぜ
か
病
院
に
行
く
た
め
に
タ
ク
シ

ー
に
乗
り
込
む
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
「
八
時
ち
ょ
う
ど
に
」
と
念
を
押
し
て
い
る
。
そ

し
て
そ
の
時
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
「
ベ
ル
を
押
し
て
、
お
食
事
で
す
と
言
っ
て
置
い

て
く
る
だ
け
で
い
い
か
ら
」
と
言
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
彼
女
」
は
「
お
食

事
を
中
に
お
運
び
し
て
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
？
」
と
言
っ
て
部
屋
の
中
に
入
り
、

「
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
食
事
を
並
べ
、
白
い
布
の
ナ
プ
キ
ン
と
カ
ト
ラ
リ
を
セ
ッ
ト
」

す
る
こ
と
ま
で
し
て
い
る
。
オ
ー
ナ
ー
に
し
て
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
い
つ
も
と
は
違

う
状
況
で
あ
る
。
時
間
は
八
時
過
ぎ
、
夕
食
の
時
間
に
決
ま
っ
て
い
る
。
ド
ア
を
開

け
た
オ
ー
ナ
ー
は
そ
こ
に
立
っ
て
い
る
「
彼
女
」
を
見
て
（
あ
る
い
は
見
ら
れ
て
）、

驚
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。「
お
食
事
を
持
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
」
と
い
う
「
彼
女
」
の
言

葉
に
「
食
事
？
」
と
聞
き
返
す
と
こ
ろ
に
、
オ
ー
ナ
ー
の
狼
狽
ぶ
り
が
う
か
が
わ
れ

る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
オ
ー
ナ
ー
に
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
フ
ロ
ア
・
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
だ
け
」
な
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
「
置
い
て
く
る

だ
け
で
い
い
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
ナ
ー
の
「
私
は
か
ま
わ
ん
よ
。
君
が
そ

う
望
む
な
ら
」
と
い
う
台
詞
は
「
ず
い
ぶ
ん
奇
妙
な
言
い
方
」
で
も
何
で
も
な
い
。

い
つ
も
と
は
違
う
こ
の
状
況
を
理
解
し
受
け
入
れ
た
オ
ー
ナ
ー
が
、「
彼
女
」
の
入
室

を
許
可
し
た
だ
け
で
あ
る
。
他
に
も
、「
彼
女
」
は
「
食
器
は
い
つ
も
の
よ
う
に
廊
下

に
出
し
て
お
い
て
い
た
だ
け
ま
す
か
？
」
と
知
っ
て
い
る
は
ず
も
な
い
こ
と
を
言
っ

て
い
る
。
食
事
が
済
ん
だ
ら
食
器
を
廊
下
に
出
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、「
彼
女
」

は
知
り
得
な
い
情
報
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
い
つ
も
な
ら
「
一
時
間
後
に
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
は
（
中
略
）
ワ
ゴ
ン
を
下
げ
て
く
る
」
が
、
こ
の
日
は
「
一
時
間
半
ば
か
り

あ
と
に
彼
女
は
食
器
を
下
げ
に
行
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。 

ま
た
、
現
在
の
「
彼
女
」
は
、
オ
ー
ナ
ー
か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
申
し
出
が
「
即

席
の
ユ
ー
モ
ア
だ
と
し
た
ら
、
な
か
な
か
気
が
利
い
て
い
る
」
か
ら
、「
話
を
合
わ
せ

て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
」
と
余
裕
の
回
想
を
し
て
い
る
が
、
二
十
歳
の
「
彼
女
」
は
、

誰
一
人
顔
を
見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
オ
ー
ナ
ー
を
前
に
し
て
緊
張
し
、
何
度
も
「
咳

払
い
」
を
繰
り
返
す
少
女
で
は
な
か
っ
た
か
。
さ
ら
に
、
か
つ
て
の
オ
ー
ナ
ー
を
肩

書
を
そ
ぎ
落
と
し
て
「
お
じ
い
さ
ん
」
と
呼
ぶ
現
在
の
「
彼
女
」
は
、「
私
の
気
持
ち

は
わ
か
る
で
し
ょ
う
？
何
ご
と
も
な
い
ま
ま
、（
中
略
）
む
な
し
く
一
日
が
終
わ
ろ
う

と
し
て
い
た
。
二
十
歳
の
誕
生
日
だ
っ
て
い
う
の
に
ね
」
と
感
慨
を
述
べ
る
が
、
誕

生
日
が
「
ふ
だ
ん
と
同
じ
日
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
当
時
は
「
実
際
の
と
こ
ろ
、
彼

女
は
そ
れ
ほ
ど
が
っ
か
り
も
し
な
か
っ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
当
時
は
そ
れ
ほ
ど

意
識
に
は
な
か
っ
た
二
十
歳
の
誕
生
日
が
、
現
在
は
特
別
感
を
持
っ
て
回
想
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
ズ
レ
は
記
憶
の
曖
昧
さ
を
示
す
の
と
同
時
に
、
二
十
歳
の
「
彼
女
」
自
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身
が
曖
昧
さ
の
中
に
い
る
存
在
、
す
な
わ
ち
揺
ら
ぐ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抱
え
た

少
女
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
人
は
誰
で
あ
れ
、

過
去
を
書
き
換
え
な
が
ら
現
在
に
連
な
る
自
分
の
物
語
を
創
作
し
、
今
こ
う
あ
る
自

分
を
納
得
さ
せ
る
。
な
ぜ
「
彼
女
」
は
記
憶
を
書
き
換
え
な
が
ら
も
ズ
レ
を
テ
ク
ス

ト
に
残
し
た
ま
ま
、
オ
ー
ナ
ー
と
の
メ
タ
物
語
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
か
な
か
っ
た

の
か
。
こ
の
疑
問
の
解
決
が
、
謎
を
解
く
ヒ
ン
ト
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
前

に
、
現
在
の
「
彼
女
」
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
え
た
二
十
歳
の
誕
生
日
の
物
語
は
い

か
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。 

 

二 

語
ら
れ
る
物
語
の
架
空
性 

 

現
在
の
「
彼
女
」
が
、
二
十
歳
の
誕
生
日
の
物
語
を
次
の
言
葉
で
語
り
終
え
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。 

 

「
と
き
ど
き
そ
の
二
十
歳
の
誕
生
日
の
夜
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
み
ん
な
幻
だ

っ
た
み
た
い
に
思
え
て
く
る
の
。
何
か
の
作
用
み
た
い
な
の
が
あ
っ
て
、
本
当

に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
あ
っ
た
と
思
い
こ
ん
で
い
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
。

で
も
ね
、
そ
れ
は
間
違
い
な
く
現
実
に
起
こ
っ
た
こ
と
な
の
よ
。
そ
の
６
０
４

号
室
の
中
に
あ
っ
た
家
具
や
置
物
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
、
私
は
今
で
も
細
か
い

と
こ
ろ
ま
で
あ
り
あ
り
と
思
い
出
せ
る
の
。
そ
れ
は
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
だ

し
、
た
ぶ
ん
大
事
な
意
味
を
も
つ
こ
と
な
の
よ
」 

 

「
彼
女
」
自
身
が
記
憶
の
曖
昧
さ
を
述
べ
て
い
る
。「
み
ん
な
幻
だ
っ
た
み
た
い
に

思
え
て
く
る
」
、「
本
当
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
、
あ
っ
た
と
思
い
こ
ん
で
い
る
だ
け

じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
っ
た
表
現
が
、
確
信
の
持
て
な
い
心
情
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
よ
う
な
物
言
い
や
、
そ
の
出
来
事
が
今
の
自
分
に
と
っ
て
「
大

事
な
意
味
を
も
つ
こ
と
」
だ
と
い
う
こ
と
を
「
た
ぶ
ん
」
と
し
か
語
れ
な
い
の
が
、

何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
。
ま
た
、「
間
違
い
な
く
現
実
に
起
こ
っ
た
こ
と
」
だ
と
す
る

根
拠
が
、「
６
０
４
号
室
の
中
に
あ
っ
た
家
具
や
置
物
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
」「
今
で

も
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
あ
り
あ
り
と
思
い
出
せ
る
」
こ
と
に
求
め
て
い
る
こ
と
も
同

様
で
あ
る
。
オ
ー
ナ
ー
と
の
や
り
取
り
が
本
当
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な

い
。
た
だ
、
部
屋
の
調
度
品
の
記
憶
と
「
窓
か
ら
は
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
た
東
京
タ

ワ
ー
が
間
近
に
見
え
た
」
と
い
う
事
実
だ
け
が
、
わ
ず
か
に
「
彼
女
」
の
存
在
と
「
６

０
４
号
室
」
に
足
を
踏
み
入
れ
た
記
憶
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
「
彼
女
」
の
話
に
「
わ
か
る
よ
」
と
理
解
を
示
し
て
い
た
「
僕
」
で
さ
え

も
「
ひ
と
し
き
り
黙
り
込
ん
で
」
し
ま
い
、
こ
の
台
詞
に
は
同
意
し
て
い
な
い
。「
僕
」

の
二
つ
の
質
問
は
そ
れ
ゆ
え
に
発
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、「
彼
女
」
が
語
る
二
十
歳
の
誕
生
日
の
物
語
は
曖
昧
な
記
憶
に
基

づ
い
て
い
る
以
上
、
そ
の
架
空
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ

れ
は
「
適
当
な
作
り
話
」
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
彼
女
」
の
話
の
核
心
は
事
実

だ
と
し
て
、
そ
れ
を
語
る
た
め
の
物
語
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
架
空
性

が
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

 

二
十
歳
の
誕
生
日
、
彼
女
は
普
段
と
同
じ
よ
う
に
ウ
ェ
イ
ト
レ
ス
の
仕
事
を

し
た
。 

  

誕
生
日
ゆ
え
に
「
仕
事
に
出
な
く
て
い
い
は
ず
だ
っ
た
」
そ
の
日
、「
仕
事
を
代
わ

っ
て
く
れ
る
は
ず
の
女
の
子
が
、
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
寝
込
ん
で
し
ま
」
い
、
お
ま

け
に
「
一
緒
に
誕
生
日
の
夜
を
過
ご
す
は
ず
だ
っ
た
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
と
、
数
日
前

に
深
刻
な
喧
嘩
を
し
た
」
の
だ
っ
た
。
冒
頭
の
書
き
出
し
は
、「
人
生
に
一
度
し
か
な

い
」「
何
も
の
に
も
替
え
が
た
い
大
事
な
」
日
で
あ
る
そ
の
日
が
、
い
く
つ
か
の
そ
う

あ
っ
て
し
か
る
べ
き
「
は
ず
」
の
こ
と
が
消
滅
し
、
ハ
レ
の
日
が
ケ
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
不
運
で
不
幸
な
「
彼
女
」
を
言
い
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
仕
事
は
い
つ
も
と

同
じ
よ
う
に
始
ま
っ
た
」
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
や
が
て
次
々
と
異
変
が
起
き
イ
レ

ギ
ュ
ラ
ー
な
時
間
が
訪
れ
る
。
七
時
半
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、「
こ
の
店
に
勤
め
始
め
て
か

ら
十
年
以
上
、
一
度
も
仕
事
を
休
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
」「
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
具
合
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が
お
か
し
く
な
っ
た
」
(10)

。
そ
し
て
そ
ん
な
「
彼
女
」
に
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
「
食
事

を
オ
ー
ナ
ー
の
部
屋
ま
で
運
ぶ
」
こ
と
を
託
す
。
オ
ー
ナ
ー
は
「
絶
対
に
お
店
に
顔

を
出
さ
な
か
っ
た
」
し
、「
オ
ー
ナ
ー
に
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
フ
ロ
ア
・
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
だ
け
で
」
、
「
下
働
き
の
従
業
員
は
、
誰
ひ
と
り
オ
ー
ナ
ー
の
顔
を
見
た
こ
と

が
な
か
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
か
「
彼
女
」
が
選
ば
れ
る
。
最
も
下
っ
端

の
、
し
か
も
ア
ル
バ
イ
ト
の
女
性
が
ト
ッ
プ
に
君
臨
す
る
オ
ー
ナ
ー
に
食
事
を
運
ぶ

の
で
あ
る
。
こ
の
非
現
実
的
な
設
定
が
い
っ
そ
う
架
空
性
を
醸
し
出
す
。
こ
う
し
て

非
日
常
の
世
界
へ
の
扉
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。 

彼
女
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
と
い
う
境
界
領
域
を
通
っ
て
六
階
に
上
が
り
、
異
界
で
あ

る
オ
ー
ナ
ー
の
部
屋
「
６
０
４
号
室
」
に
辿
り
着
く
。
そ
し
て
そ
の
部
屋
の
中
で
、

オ
ー
ナ
ー
と
「
彼
女
」
の
会
話
が
展
開
さ
れ
、
オ
ー
ナ
ー
か
ら
願
い
ご
と
を
か
な
え

る
と
い
う
「
と
く
べ
つ
な
記
念
品
」
が
「
誕
生
日
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
と
し
て
提
案
さ

れ
る
。「
彼
女
」
は
「
普
通
の
女
の
子
が
願
う
よ
う
な
こ
と
」
と
は
「
一
風
変
わ
っ
た
」

願
い
ご
と
を
す
る
こ
と
に
な
る
。 

以
上
が
「
彼
女
」
が
語
っ
た
、
二
十
歳
の
誕
生
日
の
物
語
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

「
彼
女
」
の
願
い
ご
と
の
中
身
は
テ
ク
ス
ト
内
で
は
明
か
さ
れ
な
い
た
め
、
そ
の
謎

を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
そ
の
謎
の
解
明
が
、
こ
の
小
説
を

読
む
面
白
さ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
こ
こ
で
は
次
の

こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。「
彼
女
」
は
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
指
示
と
は
違
っ
て
オ
ー

ナ
ー
の
部
屋
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、「
二
十
歳
の
誕
生
日
」
に
ふ
さ
わ
し
い
出

来
事
が
起
き
る
こ
と
に
な
る
。
今
日
が
「
彼
女
」
の
「
二
十
歳
の
誕
生
日
」
と
知
っ

た
オ
ー
ナ
ー
は
、「
そ
い
つ
は
い
い
。
そ
れ
は
お
め
で
と
う
」
、「
め
で
た
い
こ
と
だ
」
、

「
そ
れ
は
ま
っ
た
く
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
よ
」
、
「
誕
生
日
お
め
で
と
う
」
と
繰
り
返

す
。「
考
え
て
み
れ
ば
、
今
日
と
い
う
一
日
、
お
め
で
と
う
と
誰
か
に
言
わ
れ
た
の
は

そ
れ
が
初
め
て
だ
っ
た
」
と
い
う
表
現
は
、「
彼
女
」
の
希
薄
な
人
間
関
係
を
想
像
さ

せ
る
。
夜
の
八
時
過
ぎ
に
な
る
ま
で
誰
か
ら
も
言
っ
て
も
ら
う
こ
と
の
な
か
っ
た
祝

福
の
言
葉
を
オ
ー
ナ
ー
に
何
度
も
言
っ
て
も
ら
い
、「
彼
女
」
は
幸
せ
な
気
分
に
な
っ

た
こ
と
だ
ろ
う
。
オ
ー
ナ
ー
は
、
不
運
で
不
幸
な
「
彼
女
」
を
言
葉
で
救
っ
て
く
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
冒
頭
の
「
彼
女
」
の
不
幸
は
反
転
す
る
。
ケ
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
「
二
十
歳
の
誕
生
日
」
が
、
本
来
の
ハ
レ
の
日
に
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

こ
そ
が
、
オ
ー
ナ
ー
か
ら
贈
ら
れ
た
誕
生
日
プ
レ
ゼ
ン
ト
の
正
体
で
あ
る
。「
彼
女
」

の
深
層
に
は
、
意
識
せ
ず
と
も
誕
生
日
を
祝
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
当
た
り
前
の
願
い

が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ハ
レ
の
日
が
ケ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
れ
ば
な
お
さ
ら
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
〝
願
い
ご
と
を
か
な
え
る
〟
と
い
う
物
語
を
創
り
出
す
。

き
っ
と
「
彼
女
」
に
と
っ
て
は
思
い
が
け
な
い
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
オ
ー

ナ
ー
か
ら
の
「
お
め
で
と
う
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
「
彼
女
」
の
「
願
い
は
既
に

か
な
え
ら
れ
た
」
の
で
あ
り
、
祝
福
と
い
う
最
高
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
、「
彼
女
」
の
記

憶
に
刻
ま
れ
た
「
間
違
い
な
く
現
実
に
起
こ
っ
た
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。 

ち
な
み
に
、
オ
ー
ナ
ー
が
不
思
議
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
る
の
は
、
醸

し
出
す
威
厳
に
比
し
て
あ
ま
り
に
も
ミ
ス
マ
ッ
チ
な
「
小
柄
」
さ
で
あ
る
。「
身
長
は

彼
女
よ
り
十
セ
ン
チ
は
低
い
」
の
で
あ
る
。
男
性
に
す
れ
ば
か
な
り
の
「
小
柄
」
だ

ろ
う
。
そ
の
こ
と
自
体
に
特
別
な
意
味
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、「
や
せ
た
小
柄

な
老
人
」
と
い
う
表
現
は
、「
オ
ー
ナ
ー
」
と
い
う
言
葉
が
導
く
イ
メ
ー
ジ
と
の
ギ
ャ

ッ
プ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
(11)

。 

 

三 

時
間
を
め
ぐ
る
物
語―

留
守
番
電
話
の
存
在 

 

「
そ
こ
で
は
時
間
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
」 

 

テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
時
間
に
か
か
わ
る
最
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
「
彼
女
」
の
言

葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。「
も
の
ご
と
の
成
り

ゆ
き
を
最
後
ま
で
見
届
け
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
か
ら
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
、
こ
こ
で

言
う
時
間
は
現
在
か
ら
「
最
後
」
ま
で
の
時
間
、
す
な
わ
ち
未
来
の
時
間
を
指
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
で
は
そ
の
時
間
に
連
な
る
、
願
い
ご
と
を
し
て
か
ら
今
日
ま
で

の
時
間
を
「
彼
女
」
は
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。 

テ
ク
ス
ト
を
現
実
世
界
に
接
続
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
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『
バ
ー
ス
デ
イ
・
ス
ト
ー
リ
ー
ズ
』
の
出
版
年
月
か
ら
推
測
し
て
あ
え
て
時
間
設
定

を
試
み
れ
ば
、「
彼
女
」
と
「
僕
」
が
会
話
し
て
い
る
時
間
は
一
九
九
〇
年
代
末
か
ら

ゼ
ロ
年
代
初
頭
の
時
期
に
仮
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
自
動
的
に
「
彼

女
」
の
二
十
歳
の
誕
生
日
は
一
九
八
〇
年
代
後
半
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
一
九

八
〇
年
代
後
半
か
ら
ゼ
ロ
年
代
初
頭
に
か
け
て
の
時
代
の
推
移
を
背
景
に
、
少
な
く

と
も
、
こ
の
時
代
の
空
気
感
の
よ
う
な
も
の
が
「
彼
女
」
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て

い
る
だ
ろ
う
。
そ
の
十
数
年
を
紡
ぐ
物
語
は
空
白
の
ま
ま
で
あ
り
、「
彼
女
」
に
は
ど

の
よ
う
な
歴
史
が
刻
ま
れ
、
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
不
明
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
は
具
体
的
で
あ
る
。
時
間
は
正
確
で
あ
る
こ

と
の
象
徴
で
も
あ
り
、
現
実
性
を
表
す
。 

 

ア
パ
ー
ト
の
部
屋
に
戻
っ
た
ら
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
大
分
の
両
親
か
ら
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
が
留
守
番
電
話
に
入
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
。 

 

村
上
春
樹
文
学
に
は
電
話
(12)

、
そ
れ
と
親
和
性
の
あ
る
耳
に
つ
い
て
の
描
写
が
多

い
。
こ
こ
に
さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
た
「
留
守
番
電
話
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
留

守
番
機
能
が
つ
い
た
固
定
電
話
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
通
称
留
守
番
電
話
が
初
め

て
私
た
ち
の
生
活
空
間
に
登
場
し
た
の
は
一
九
八
五
年
で
あ
る
か
ら
（
吉
見
俊
哉
・

若
林
幹
夫
・
水
越
伸
『
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
電
話
』
弘
文
堂
、
一
九
九
二
・
一
一
）、

先
に
述
べ
た
時
代
設
定
は
ほ
ぼ
妥
当
な
線
だ
と
言
え
る
。「
彼
女
」
は
大
分
か
ら
上
京

し
、
お
そ
ら
く
ア
パ
ー
ト
で
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
る
女
性
だ
と
想
像
さ
れ
る
(13)

。

「
彼
女
」
に
と
っ
て
、
留
守
番
機
能
の
つ
い
た
固
定
電
話
は
、
ア
パ
ー
ト
の
一
室
と

い
う
閉
鎖
的
な
空
間
か
ら
電
話
線
を
通
し
て
社
会
と
つ
な
が
る
こ
と
の
で
き
る
大
切

な
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
し
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
保
さ

れ
て
」（
吉
見
俊
哉
「
浮
上
す
る
メ
デ
ィ
ア
都
市―

「
電
話
」
か
ら
み
た
都
市
の
現
在
」

（
株
式
会
社
内
田
洋
行
知
的
生
産
性
研
究
所
編
『
都
市
空
間
の
感
性
』
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ブ
リ

タ
ニ
カ
、
一
九
九
二
・
一
）
）
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

実
際
、「
彼
女
」
が
「
仕
事
を
代
わ
っ
て
く
れ
る
は
ず
の
女
の
子
」
か
ら
「
風
邪
を

こ
じ
ら
せ
て
寝
こ
ん
で
し
ま
っ
た
」
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
の
は
電
話
で
あ
り
、
喧
嘩

を
し
て
し
ま
っ
た
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
と
仲
直
り
を
す
る
仲
立
ち
に
な
る
は
ず
だ
っ
た

の
も
電
話
で
あ
っ
た
。
電
話
は
間
違
い
な
く
、「
彼
女
」
と
人
と
を
つ
な
ぐ
媒
体
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
彼
女
」
の
留
守
番
電
話
に
は
「
大

分
の
両
親
」以
外
に
祝
福
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る
友
人
は
登
場
し
な
い
ば
か
り
か
、

両
親
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
す
ら
「
ひ
ょ
っ
と
し
て
」
で
あ
る
。「
一
緒
に
誕
生
日
の
夜
を
過

ご
す
は
ず
だ
っ
た
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
」
と
「
深
刻
な
喧
嘩
を
し
た
」
の
は
「
数
日
前
」

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
誰
か
と
の
予
定
を
入
れ
る
こ
と
も
な
く
「
二
十
歳

の
誕
生
日
だ
か
ら
と
く
に
何
が
あ
る
っ
て
わ
け
で
も
な
い
」
と
い
う
一
日
は
、
単
身

者
と
し
て
の
孤
独
を
象
徴
し
て
も
い
る
(14)

。
そ
の
「
ボ
ー
イ
フ
レ
ン
ド
」
も
「
高
校

時
代
か
ら
ず
っ
と
交
際
し
て
い
た
相
手
」で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
同
郷
の
友
で
あ
る
。

ア
ル
バ
イ
ト
先
の
誰
か
ら
も
二
十
歳
の
誕
生
日
を
祝
福
し
て
も
ら
え
ず
、「
彼
女
」
が

都
市
の
中
で
新
た
な
人
間
関
係
を
そ
れ
ほ
ど
に
は
構
築
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と

す
れ
ば
、
「
彼
女
」
の
ア
イ
デ
ン
デ
ィ
は
不
安
定
な
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
彼

女
」の
本
質
と
は
、
希
薄
な
人
間
関
係
に
根
差
し
た
揺
ら
ぐ
ア
イ
デ
ン
デ
ィ
で
あ
り
、

本
テ
ク
ス
ト
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
そ
の
揺
ら
ぎ
が
家
庭
を
持
っ
た
十
数
年
後
の
今
、

ど
う
変
化
し
た
の
か
し
て
い
な
い
の
か
、
そ
の
一
点
に
か
か
っ
て
い
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
留
守
番
電
話
の
存
在
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
の
時
間
は
具
体
的

に
な
り
現
実
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。「
彼
女
」
の
誕
生
日
は
「
十
一
月
十
七
日
」

と
具
体
的
な
時
間
（
日
に
ち
）
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。
今
日
ま
で
の
時
間
は
、
孤

独
を
抱
え
る
二
十
歳
の
「
彼
女
」
が
人
間
関
係
を
構
築
し
て
い
く
た
め
の
「
重
要
な

役
割
を
果
た
」
し
て
き
た
。
消
費
都
市
の
成
熟
か
ら
大
き
な
「
物
語
」
が
終
焉
を
迎

え
る
転
換
の
時
代
の
中
で
、
こ
の
時
代
を
生
き
る
主
体
は
誰
も
が
自
分
の
不
確
実
さ

を
抱
え
て
い
た
。
自
己
の
物
語
を
作
り
な
が
ら
現
実
の
時
間
の
中
で
生
き
る
。
そ
の

物
語
の
架
空
性
は
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

付
言
す
れ
ば
、「
彼
女
」
の
揺
ら
ぐ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
上
京
者
の
そ
れ
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
上
京
者
が
〈
東
京
人
〉
と
な
る
こ
と
は
そ
う

容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
地
方
（
ま
た
は
地
元
）
の
共
同
体
か
ら
自
分
が
切
れ
る
と
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い
う
こ
と
は
、
自
分
は
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
と
い
う
思
い
に
と
ら
わ
れ
る
。「
生
地

を
離
れ
都
市
空
間
へ
出
て
き
た
者
は
、
「
都
市
」
と
出
あ
う
こ
と
に
よ
り
、
「
故
郷
」

を
見
出
し
、
し
ば
し
ば
「
故
郷
」
に
な
じ
め
ず
、「
都
市
」
に
も
同
化
で
き
ぬ
心
情
を

持
つ
」（
成
田
龍
一
『
「
故
郷
」
と
い
う
物
語 

都
市
空
間
の
歴
史
学
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
八
・
七
）
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
離
郷
者
に
し
て
よ
そ
者
と
い
う
「
複
合
的

な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
は
、
ど
ち
ら
に
も
属
せ
な
い
心
性
を
抱
え
た
揺
ら
ぎ
続
け

る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
の
で
あ
る
。「
彼
女
」
は
高
校
を
卒
業
し
て
上
京
し
て
き
た
、

二
十
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
少
女
に
過
ぎ
な
い
。
故
郷
と
都
市
に
引
き
裂
か
れ
な
が

ら
生
き
て
い
く
上
京
者
は
、
記
憶
を
書
き
換
え
な
が
ら
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
あ
る
自

己
を
確
立
し
、
都
市
を
内
面
化
し
自
己
の
物
語
を
紡
ぎ
続
け
て
い
く
。「
そ
こ
で
は
時

間
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る
。 

 

四 

変
わ
ら
な
い
も
の 

 
 

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
二
十
歳
の
誕
生
日
の
「
彼
女
」
は
、
物
語
の
架

空
性
と
時
間
の
現
実
性
の
中
で
、
そ
れ
ほ
ど
豊
か
な
人
間
関
係
も
作
れ
ず
孤
独
な

日
々
を
営
ん
で
い
た
。
そ
れ
か
ら
十
数
年
を
経
た
現
在
の
「
彼
女
」
は
、
自
己
を
確

立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ス
ト
終
盤
の
、「
僕
」
と
「
彼
女
」
の
や

り
取
り
か
ら
推
察
し
て
み
た
い
。 

 

「
僕
」
の
二
つ
目
の
質
問
＝
「
君
は
そ
れ
を
願
い
ご
と
と
し
て
選
ん
だ
こ
と
を
後

悔
し
て
い
な
い
か
？
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
彼
女
」
は
後
悔
し
て
い
る
／
し
て

い
な
い
と
答
え
る
代
わ
り
に
、
現
在
の
暮
ら
し
ぶ
り
を
話
す
。
そ
れ
は
三
歳
年
上
の

公
認
会
計
士
の
夫
、
二
人
の
子
ど
も
、
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
セ
ッ
タ
ー
、
ア
ウ
デ
ィ
、

週
二
回
の
テ
ニ
ス
と
い
う
言
葉
で
彩
ら
れ
て
い
る
。「
彼
女
」
が
お
そ
ら
く
は
専
業
主

婦
で
あ
る
こ
と
も
含
め
、
一
定
の
水
準
以
上
の
暮
ら
し
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。
ま
る
で
絵
に
描
い
た
よ
う
な
暮
ら
し
で
あ
る
。
し
か
し
見
方
を
変
え

れ
ば
、
極
め
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
す
べ
て
が
カ
タ
ロ
グ
で
あ

り
、
ま
さ
に
ス
テ
ッ
カ
ー
や
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
に
ふ
さ
わ
し
い
。
む
し
ろ
空
虚
で
あ

り
、「
彼
女
」
が
語
っ
た
こ
の
暮
ら
し
ぶ
り
の
架
空
性
を
鮮
明
に
示
し
て
い
る
。
そ
う

考
え
る
と
、「
彼
女
」
の
二
十
歳
の
誕
生
日
の
物
語
に
も
、
そ
れ
を
語
る
現
在
の
「
彼

女
」
の
物
語
に
も
架
空
性
が
付
き
ま
と
う
。 

 

仮
に
こ
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
、
二
十
歳
の
時
に
決
し
て
願
う
こ
と

を
し
な
か
っ
た
美
・
賢
・
富
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
括
ら
れ
る
も
の
を
図
ら
ず
も
手

に
入
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
現
状
に
幸
福
を
感
じ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
か

え
っ
て
も
て
あ
ま
し
ち
ゃ
う
こ
と
に
」
な
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
た
だ
一

つ
言
え
る
こ
と
は
、「
彼
女
」自
身
は
何
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

「
彼
女
」
は
こ
う
言
っ
て
い
た
。 

  
 

「
人
間
と
い
う
の
は
、
何
を
望
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
ど
こ
ま
で
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、

自
分
以
外
に
は
な
れ
な
い
も
の
な
の
ね
っ
て
い
う
こ
と
。
た
だ
そ
れ
だ
け
。」 

  

前
に
触
れ
た
と
お
り
、
こ
の
文
言
を
諦
め
や
喪
失
感
と
し
て
と
る
必
然
性
は
な
い
。

そ
れ
は
二
十
歳
の
頃
の
「
彼
女
」
の
願
い
ご
と
を
、
自
分
以
上
の
自
分
に
な
り
た
い

と
か
自
分
以
外
の
自
分
に
な
り
た
い
と
考
え
た
場
合
だ
け
で
あ
る
。
自
分
の
暮
ら
し

ぶ
り
を
語
る
「
彼
女
」
の
表
情
、
な
か
ん
ず
く
「
奥
行
き
の
な
い
目
」、
「
ひ
か
ら
び

た
微
笑
み
の
影
」
は
あ
く
ま
で
も
「
僕
」
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
も

の
に
過
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
「
そ
れ
は
僕
に
ひ
っ
そ
り
と
し
た
あ
き
ら
め
の
よ
う
な

も
の
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
マ
イ
ナ
ス
の
感
情
は
「
僕
」
が
そ
う
読
み

取
っ
た
主
観
で
し
か
な
い
。
し
か
も
「
あ
き
ら
め
の
よ
う
な
も
の
」
で
あ
り
「
あ
き

ら
め
」
で
は
な
い
。
さ
ら
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
こ
の
表
現
は
両
義
的
で
あ
る
。「
彼
女
」

の
表
情
に
「
彼
女
」
自
身
の
「
ひ
っ
そ
り
と
し
た
あ
き
ら
め
の
よ
う
な
も
の
」
を
「
僕
」

が
読
み
取
っ
た
と
も
と
れ
る
し
、「
彼
女
」
の
表
情
を
見
て
（
な
に
が
し
か
を
期
待
し

て
い
た
）「
僕
」
が
「
ひ
っ
そ
り
と
し
た
あ
き
ら
め
の
よ
う
な
」
感
情
を
抱
い
た
と
も

読
め
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、「
僕
」
の
「
彼
女
」
を
見
る
ま
な
ざ
し
は
意
味
あ
り
げ

で
あ
る
。
指
さ
き
、
目
、
口
も
と
、
耳
た
ぶ
、
視
線
と
移
動
し
、「
彼
女
」
の
表
情
か

ら
秘
め
ら
れ
た
「
彼
女
」
の
感
情
を
読
も
う
と
し
て
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
解
釈
を
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め
ぐ
っ
て
は
議
論
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
美
・
賢
・
富
と
い
っ
た
も
の

を
手
に
入
れ
た
と
し
て
も
、「
彼
女
」
は
変
わ
ら
ず
「
彼
女
」
で
あ
り
続
け
て
い
る
の

は
確
か
で
あ
る
。
人
の
本
質
と
か
本
来
の
性
格
と
か
言
っ
た
も
の
は
簡
単
に
は
変
わ

ら
な
い
。
例
え
そ
れ
が
、
豊
か
な
人
間
関
係
を
築
く
こ
と
が
苦
手
だ
と
い
う
、
ど
ち

ら
か
と
言
う
と
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
。
そ
れ
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
「
彼

女
」
で
あ
る
以
上
、
本
質
が
変
わ
ら
な
い
こ
と
を
否
定
的
に
考
え
る
必
要
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。
た
だ
し
、
何
か
の
出
来
事
に
よ
っ
て
、「
彼
女
」
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
可

能
性
は
ゼ
ロ
で
は
な
い
こ
と
を
語
り
手
は
注
意
深
く
語
っ
て
い
る
。「
僕
」
の
一
つ
目

の
質
問
で
あ
る
、「
そ
の
願
い
ご
と
が
実
際
に
か
な
っ
た
の
か
ど
う
か
」
と
い
う
こ
と

に
対
す
る
答
え
は
、「
イ
エ
ス
で
あ
り
、
ノ
オ
」
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
先
の
「
時
間
が

重
要
な
役
割
を
果
た
す
」
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。 

「
彼
女
」
の
願
い
ご
と
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
書
か
れ

て
い
な
い
こ
と
が
す
べ
て
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
内
の
情
報
か
ら
わ
ず
か
に
わ
か
る
こ

と
は
、「
普
通
の
女
の
子
が
願
う
よ
う
な
」
美
・
賢
・
富
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

と
は
異
な
る
「
一
風
変
わ
っ
た
願
い
」
ご
と
で
あ
り
、「
別
の
も
の
で
も
か
ま
わ
な
い

ん
で
す
」
と
言
え
て
し
ま
う
交
換
可
能
な
願
い
ご
と
で
あ
る
、
と
い
う
く
ら
い
で
あ

る
。「
君
の
よ
う
な
年
頃
の
女
の
子
に
し
て
は
、
一
風
変
わ
っ
た
願
い
の
よ
う
に
思
え

る
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
一
風
変
わ
っ
た
願
い
」
と
い
う
の
も
あ
く
ま
で
も
オ
ー
ナ
ー

の
感
覚
で
あ
る
。「
そ
ん
な
願
い
で
か
ま
わ
な
い
ん
で
す
か
？
」
と
い
う
「
彼
女
」
の

語
り
方
か
ら
は
、
皮
相
的
な
、
あ
る
い
は
具
体
性
を
欠
い
た
願
い
ご
と
で
あ
る
こ
と

が
ほ
の
め
か
さ
れ
る
。
い
っ
た
い
、
人
は
初
対
面
の
人
に
、
そ
れ
も
自
分
が
働
く
お

店
の
オ
ー
ナ
ー
と
い
う
ト
ッ
プ
の
人
に
唐
突
に
願
い
ご
と
を
聞
か
れ
、「
ひ
と
つ
だ
け
。

あ
と
に
な
っ
て
思
い
直
し
て
ひ
っ
こ
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
念
を
押
さ
れ
て
、

答
え
ら
れ
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
「
お
嬢
さ
ん
、
君
に
願
い
ご
と
は
あ
る
の
か

ね
。
そ
れ
と
も
な
い
の
か
ね
？
」
と
半
ば
問
い
詰
め
ら
れ
な
が
ら
、
で
あ
る
。
人
生

が
う
ま
く
つ
か
め
て
い
な
い
少
女
が
、「
○
○
な
人
生
を
送
り
た
い
」
と
い
っ
た
、
具

体
的
な
人
生
の
あ
り
様
を
願
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
実
際
、
二
十
歳
の
少
女
の
、「
私

に
は
人
生
と
い
う
も
の
が
ま
だ
う
ま
く
つ
か
め
て
い
な
い
ん
で
す
。
ほ
ん
と
に
。
そ

の
仕
組
み
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
」
と
い
う
発
言
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
り
、

そ
れ
は
こ
の
年
頃
の
誰
も
が
抱
く
感
情
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
か
ら
願
い
ご
と

の
中
身
を
「
人
生
」
に
む
す
び
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。「
ま
だ
人

生
は
先
が
長
そ
う
だ
し
、
私
は
も
の
ご
と
の
成
り
ゆ
き
を
最
後
ま
で
見
届
け
た
わ
け

じ
ゃ
な
い
か
ら
」
と
語
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、「
彼
女
」
が

口
に
し
た
願
い
ご
と
は
取
り
換
え
可
能
な
、
何
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

オ
ー
ナ
ー
が
想
像
し
た
「
普
通
の
女
の
子
が
願
う
よ
う
な
こ
と
」
と
は
、
美
・
賢
・

富
に
代
表
さ
れ
る
、
「（
も
っ
と
）
～
な
り
た
い
」
と
い
う
人
間
の
欲
望
の
記
号
で
あ

る
。
消
費
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
幻
想
に
他
な
ら

な
い
。
「
彼
女
」
は
そ
う
し
た
願
い
ご
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。 

  
 

「
も
ち
ろ
ん
美
人
に
な
り
た
い
し
、
賢
く
も
な
り
た
い
し
、
お
金
持
ち
に
な
り

た
い
と
も
思
い
ま
す
。
で
も
そ
う
い
う
こ
と
っ
て
、
も
し
実
際
に
か
な
え
ら
れ

て
し
ま
っ
て
、
そ
の
結
果
自
分
が
ど
ん
な
ふ
う
に
な
っ
て
い
く
の
か
、
私
に
は

う
ま
く
想
像
で
き
な
い
ん
で
す
。
か
え
っ
て
も
て
あ
ま
し
ち
ゃ
う
こ
と
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
」 

  

こ
こ
に
は
「
彼
女
」
の
願
い
ご
と
に
対
す
る
考
え
方
が
極
め
て
明
瞭
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
今
の
自
分
以
上
の
自
分
あ
る
い
は
自
分
以
外
の
自
分
に
変
わ

っ
て
し
ま
う
こ
と
は
望
ま
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
か
え
っ
て
も
て
あ
ま
し
ち

ゃ
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
。「
私
に
は
人
生
と
い
う
も
の
」の
「
仕
組
み
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
ん
で
す
」

と
い
う
言
葉
は
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
美
・
賢
・
富
を
手
に
入
れ
て
自
分
が
変

わ
っ
て
い
く
こ
と
が
本
当
に
幸
せ
な
こ
と
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
ま
だ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
二
十
歳
の
「
彼
女
」
は
そ

う
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
（
も
っ
と
）
～
な
り
た
い
」
と
い
う
欲
望
を
願
わ
な
か

っ
た
「
彼
女
」
が
、
十
数
年
後
に
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
の
か
本
当
は
手
に
入
れ
て
い

な
い
の
か
は
不
明
だ
が
、「
彼
女
」
に
と
っ
て
そ
れ
ら
の
要
素
が
幸
せ
の
メ
ル
ク
マ
ー
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ル
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。 

 
最
後
に
な
ぜ
「
彼
女
」
は
記
憶
を
書
き
換
え
な
が
ら
も
ズ
レ
を
そ
の
ま
ま
テ
ク
ス

ト
に
残
し
、
オ
ー
ナ
ー
と
の
メ
タ
物
語
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
か
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
問
い
に
答
え
て
お
き
た
い
。
そ
も
そ
も
の
発
端
を
確
認
し
て
み
る
と
、
次
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

  
 
 

僕
と
彼
女
は
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
二
十
歳
の
誕
生
日
に
つ

い
て
話
を
始
め
た
。 

  

も
と
も
と
こ
の
日
は
ま
っ
た
く
別
の
話
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、

二
十
歳
の
誕
生
日
の
話
は
メ
イ
ン
テ
ー
マ
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
彼
女
」
は

「
と
き
ど
き
そ
の
二
十
歳
の
誕
生
日
の
夜
に
起
こ
っ
た
こ
と
は
、
み
ん
な
幻
だ
っ
た

み
た
い
に
思
え
て
く
る
の
」
と
「
と
き
ど
き
」
思
い
出
す
こ
と
を
語
る
。「
こ
れ
っ
て
、

本
当
に
あ
っ
た
話
な
の
よ
。
適
当
な
作
り
話
を
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
よ
」
と
、

あ
た
か
も
説
得
あ
る
い
は
確
認
す
る
か
の
よ
う
な
物
言
い
で
あ
る
。
二
十
歳
の
誕
生

日
に
ま
つ
わ
る
不
思
議
な
物
語
を
語
り
な
が
ら
、「
彼
女
」
は
希
薄
な
人
間
関
係
し
か

築
け
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
揺
ら
ぐ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
抱
え
て
い
た
二
十
歳
の
頃
の

自
分
の
本
質
は
そ
の
ま
ま
変
わ
ら
ず
に
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
自
分
に
と
っ
て
の
幸
せ

で
あ
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
も
あ
る
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
人

は
お
そ
ら
く
願
う
こ
と
を
意
識
し
た
り
は
し
な
い
。「
彼
女
」
が
「
僕
」
に
「
ま
っ
す

ぐ
な
率
直
な
視
線
」
を
向
け
な
が
ら
言
っ
た
と
お
り
、
誰
で
も
無
意
識
の
う
ち
に
何

か
を
「
願
っ
て
し
ま
っ
」
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
何
を
望
ん
だ
と
こ
ろ
で
（
中

略
）
自
分
以
外
に
は
な
れ
な
い
も
の
」
だ
と
す
れ
ば
、
願
い
ご
と
そ
れ
自
体
に
さ
ほ

ど
の
意
味
は
な
い
。
願
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
大
切
な
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

だ
。「
自
分
以
外
に
な
れ
な
い
」
か
ら
こ
そ
「
自
分
ら
し
く
あ
る
」
こ
と
が
で
き
れ
ば

そ
れ
が
幸
せ
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
て
は
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

人
は
さ
ま
ざ
ま
な
架
空
性
と
現
実
性
の
狭
間
で
生
き
る
。〈
い
ま
・
こ
こ
〉
に
い
る

意
味
を
見
つ
け
、
そ
う
し
て
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
っ
て
い
る
。
「
彼
女
」

に
限
ら
ず
私
た
ち
は
過
去
を
振
り
返
り
つ
つ
そ
の
記
憶
を
書
き
換
え
な
が
ら
、
今
に

続
く
自
分
の
物
語
を
創
出
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
い
く
つ
も
の
ズ
レ
や
ほ
こ
ろ
び
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
意
識
せ
ず
と
も
い
く
つ
も
の
願
い
ご
と
を
願
い
、
そ
の

こ
と
を
忘
れ
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
道
行
き
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

れ
、
自
分
と
い
う
人
間
の
、
本
質
の
部
分
は
お
そ
ら
く
は
変
わ
ら
な
い
。「
バ
ー
ス
デ

イ
・
ガ
ー
ル
」
は
、
そ
の
こ
と
を
二
十
歳
の
誕
生
日
の
出
来
事
と
い
う
い
さ
さ
か
フ

ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
場
面
で
描
い
た
小
説
な
の
だ
と
言
え
よ
う
。 

 

お
わ
り
に 

 

以
上
、
記
憶
と
時
間
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
自
分
の
記
憶
を
書
き
換
え
な
が
ら

ア
イ
デ
ン
デ
ィ
を
確
立
し
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
上
京
者
の
「
彼
女
」
の
姿
を
明
ら

か
に
し
て
き
た
。
最
後
に
「
彼
女
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
あ
る
「
イ
タ
リ
ア
料
理
店
」

が
暗
示
す
る
も
の
に
触
れ
て
こ
の
稿
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。 

物
語
の
舞
台
と
な
っ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 

 

彼
女
が
働
い
て
い
た
の
は
そ
こ
そ
こ
に
名
の
し
れ
た
六
本
木
の
イ
タ
リ
ア 

料
理
店
だ
っ
た
。
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
や
っ
て
い
る
店
で
、
出
て
く
る
料
理
に

は
先
端
的
な
鋭
さ
は
な
か
っ
た
が
、
味
自
体
は
し
ご
く
ま
っ
と
う
な
も
の
で
、

食
べ
飽
き
が
し
な
か
っ
た
。（
中
略
）
若
い
客
よ
り
は
年
配
の
常
連
客
が
多
く
、

場
所
柄
そ
の
中
に
は
有
名
な
俳
優
や
作
家
も
混
じ
っ
て
い
た
。 

  

出
さ
れ
る
料
理
も
訪
れ
る
客
も
昔
か
ら
変
わ
ら
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
お
店
が
、
常

に
「
先
端
的
な
鋭
さ
」
を
持
ち
変
化
し
続
け
る
六
本
木
で
今
な
お
開
店
で
き
る
理
由

で
あ
る
。
店
内
も
、
レ
ジ
に
座
る
「
痩
せ
た
中
年
の
女
性
」
は
「
店
が
開
店
し
た
と

き
か
ら
ず
っ
と
そ
こ
に
座
っ
て
」「
い
つ
も
黒
い
ワ
ン
ピ
ー
ス
を
着
て
い
る
」
し
、「
フ

ロ
ア
・
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
常
に
黒
い
ス
ー
ツ
を
着
て
、
白
い
シ
ャ
ツ
に
ボ
ウ
タ
イ
を

結
ん
で
い
る
」
。
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
「
職
務
を
日
々
如
才
な
く
こ
な
し
て
い
る
」
と
い
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う
変
わ
ら
ぬ
風
景
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
「
毎
晩
八
時
過
ぎ
に
、
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー

は
食
事
を
オ
ー
ナ
ー
の
部
屋
ま
で
運
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
」
お
り
、
そ
れ
は
「
昔
か
ら

そ
う
決
ま
っ
て
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
「
オ
ー
ナ
ー
が
食
べ
る
の
は
常
に
チ
キ
ン
」、

「
メ
イ
ン
料
理
は
チ
キ
ン
と
決
ま
っ
て
い
る
」
。傍
線
を
引
い
た
表
現
が
端
的
に
示
す

よ
う
に
、
こ
の
お
店
を
支
配
す
る
す
べ
て
の
時
間
や
振
る
舞
い
が
何
年
も
の
間
変
わ

る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
、「
判
で
押
し
た
み
た
い
に
毎
日
が
そ
の
繰
り
返
し
」
な
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
店
で
出
さ
れ
る
「
か
ぼ
ち
ゃ
の
ニ
ョ
ッ
キ
」
、「
海
の
幸
の
フ
リ
ッ

ト
」
、「
ミ
ラ
ノ
風
小
牛
料
理
」
、「
イ
ワ
シ
と
キ
ャ
ベ
ツ
の
パ
ス
タ
」、「
栗
の
ム
ー
ス
」

と
い
っ
た
品
々
も
何
か
特
別
な
品
で
も
な
く
、
お
そ
ら
く
ど
こ
の
イ
タ
リ
ア
料
理
店

で
も
食
べ
ら
れ
る
平
凡
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
開
店
以
来
変
わ
ら
な
い
味
で
提

供
さ
れ
続
け
て
い
る
料
理
だ
。
オ
ー
ナ
ー
の
部
屋
に
運
ば
れ
る
料
理
も
い
つ
も
の
よ

う
に
チ
キ
ン
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
こ
う
記
さ
れ
る
。「
コ
ル
ク
栓
が
抜
か

れ
た
赤
ワ
イ
ン
の
小
瓶
、
コ
ー
ヒ
ー
ポ
ッ
ト
、
チ
キ
ン
料
理
、
温
野
菜
の
付
け
合
わ

せ
、
バ
タ
ー
を
添
え
た
ロ
ー
ル
パ
ン
、
い
つ
も
ど
お
り
だ
」
。 

こ
こ
に
こ
の
小
説
の
テ
ー
マ
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
て
い
い
。
そ
れ
は
変
わ
ら
な

い
こ
と
、
す
な
わ
ち
〝
不
変
〟
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
(15)

。
六
本
木
と
い
う
変
貌
し

続
け
る
ト
ポ
ス
の
中
に
あ
る
、
い
つ
も
の
客
で
に
ぎ
わ
う
老
舗
と
も
言
え
る
イ
タ
リ

ア
料
理
店
。
こ
の
対
照
的
な
関
係
こ
そ
が
、
こ
の
お
店
を
特
徴
づ
け
る
。
資
本
主
義

的
な
生
産
と
消
費
シ
ス
テ
ム
の
象
徴
と
も
言
え
る
六
本
木
、
そ
の
中
で
変
わ
る
こ
と

な
く
同
じ
味
を
提
供
し
続
け
る
お
店
。
こ
の
お
店
が
示
し
て
い
る
の
は
、
時
代
や
取

り
巻
く
状
況
は
変
わ
っ
て
も
、
そ
の
本
質
の
部
分
は
変
わ
る
こ
と
が
な
く
そ
れ
ゆ
え

に
そ
こ
に
あ
り
続
け
る
も
の
の
姿
で
あ
る
。
変
わ
ら
な
い
も
の
で
あ
り
続
け
る
こ
と

こ
そ
、
料
理
と
し
て
も
人
生
と
し
て
も
最
高
の
ご
馳
走
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

注
(1) 

ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
バ
ー
ス
デ
イ
・
ス
ト
ー
リ
ー
ズ
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇

〇
二
・
一
一
）
、
の
ち
翻
訳
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
同
書
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇

六
・
一
）
、『
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
』（
新
潮
社
、
二
〇
〇
九
・
一
一
）
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。 

(2) 

中
・
高
の
教
科
書
に
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
テ
ク
ス
ト
の
読
者

を
再
生
産
し
続
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
大
学
の
授
業
で
取
り
上
げ
る
例

も
あ
り
（
井
上
功
太
郎
「
重
層
的
テ
ク
ス
ト
空
間
を
も
つ
文
学
教
材
の
読
み
の

交
流―

村
上
春
樹
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
の
空
間
」『
国
語
科
学
習
デ
ザ
イ

ン
』
通
巻
一
〇
号
、
二
〇
二
三
・
三
）、
教
材
と
し
て
の
豊
か
さ
も
う
か
が
え
る
。 

(3) 

例
え
ば
日
高
佳
紀
「
記
憶
の
物
語
／
時
間
の
レ
ト
リ
ッ
ク―

村
上
春
樹
の
１

Ｑ
８
０
年
代―

」（
日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
編
『
村
上
春
樹
と
小
説
の
現
在
』

和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
・
三
）
は
、
時
間
と
記
憶
と
い
う
視
点
か
ら
、
初
期
作

品
と
の
比
較
を
通
し
て
、
記
憶
を
未
来
に
接
続
す
る
『
１
Ｑ
８
４
』
の
新
た
な

可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。 

(4) 

一
例
を
示
せ
ば
「
人
間
と
い
う
の
は
、（
中
略
）
自
分
以
外
に
は
な
れ
な
い
」

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
、『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』

（
新
潮
社
、
一
九
八
五
・
六
）
下
巻
三
三
章
に
、
構
文
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
に
「
私

は
私
自
身
以
外
の
何
も
の
か
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
」
と
出
て
く
る
。

ま
た
、「
プ
ー
ル
サ
イ
ド
」（『
回
転
木
馬
の
デ
ッ
ド
ヒ
ー
ト
』
講
談
社
、
一
九
八

五
・
一
〇
）
の
変
奏
を
読
む
大
木
志
門
の
指
摘
が
あ
る
（「
教
材
研
究
と
し
て
の

村
上
春
樹
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
再
論―

「
プ
ー
ル
サ
イ
ド
」
と
「
三
十

五
歳
問
題
」
を
手
が
か
り
に
」『
山
梨
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
二
五
巻
、
二
〇
一

七
・
三
）。 

(5) 

五
十
嵐
淳
「
村
上
春
樹
の
教
科
書
作
品
を
ど
う
読
む
か―

小
説
「
バ
ー
ス
デ

イ
・
ガ
ー
ル
」
の
教
材
分
析
」（
科
学
的
「
読
み
」
の
授
業
研
究
会
『
研
究
紀
要
』

Ⅹ
、
二
〇
〇
八
・
八
）、
佐
野
正
俊
「
村
上
春
樹
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
の

教
材
研
究
の
た
め
に―

〈
語
り
〉
が
生
成
す
る
「
僕
」
の
物
語
を
読
む―

」（『
日

本
文
学
』
二
〇
一
〇
・
八
、
の
ち
馬
場
重
行
・
佐
野
正
俊
編
『〈
教
室
〉
の
中
の

村
上
春
樹
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
一
・
八
）
、
可
児
洋
介
「
村
上
春
樹
「
バ
ー

ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
に
お
け
る
語
り
の
機
能―

邪
悪
な
「
物
語
」
を
拒
む
倫
理

的
責
任
に
つ
い
て―

」『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
二
一
号
、
二
〇
一
二
・

十
、
深
津
謙
一
郎
「「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」―

「
個
」
を
損
な
う
物
語
の
在
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り
か
」
（
千
田
洋
幸
・
宇
佐
美
毅
編
『
村
上
春
樹
と
二
十
一
世
紀
』
お
う
ふ
う
、

二
〇
一
六
・
九
）
は
基
本
的
に
宿
命
論
の
立
場
で
あ
り
、
西
田
谷
洋
「
エ
コ
ー

発
話
と
語
り―

村
上
春
樹
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」
」（
『
日
本
文
学
』
二
〇
一

七
・
一
、
の
ち
『
村
上
春
樹
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
』
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
七
・

十
二
）
、
前
出
の
大
木
論
は
そ
こ
か
ら
「
彼
女
」
が
足
を
踏
み
出
す
新
た
な
可
能

性
を
読
む
。
黒
田
大
河
「
中
学
校
国
語
科
教
材
と
し
て
の
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ

ー
ル
」
論―

新
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
小
説
教
材
の
可
能
性―

」（
滋
賀
大
学

教
育
学
部
紀
要
『
教
育
科
学
』
六
八
号
、
二
〇
一
九
・
三
）
は
、
そ
も
そ
も
宿

命
論
を
問
題
に
し
な
い
立
場
で
あ
る
。 

(6) 

最
後
の
方
に
出
て
く
る
ス
テ
ッ
カ
ー
の
話
も
含
め
、
二
人
の
や
り
と
り
を
軽

妙
洒
脱
な
男
女
の
会
話
と
読
ん
で
も
何
ら
問
題
は
な
い
。「
僕
」
と
「
彼
女
」
の

関
係
は
多
義
的
に
解
釈
が
可
能
で
、
例
え
ば
夫
婦
だ
と
考
え
て
も
一
概
に
間
違

い
だ
と
は
言
え
な
い
。
確
定
要
素
は
、
親
し
さ
だ
け
で
あ
る
。 

(7) 

千
田
も
触
れ
て
い
る
自
己
論
に
よ
れ
ば
、「
記
憶
は
、
過
去
の
出
来
事
の
客
観

的
な
記
録
で
は
な
く
、
現
在
に
お
け
る
特
定
の
観
点
か
ら
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー

に
見
合
う
よ
う
に
し
て
想
起
す
る
営
み
で
あ
る
」
、
「
自
己
の
過
去
も
、
固
定
し

た
も
の
で
は
な
く
、
現
在
の
観
点
か
ら
常
に
書
き
改
め
ら
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
自
己
の
同
一
性
は
保
持
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
言
説
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
る

（
片
桐
雅
隆
『
過
去
と
記
憶
の
社
会
学 

自
己
論
か
ら
の
展
開
』世
界
思
想
社
、

二
〇
〇
三
・
二
） 

(8) 

実
際
、「
彼
女
」
の
語
り
を
再
話
す
る
「
僕
」
は
、
テ
ク
ス
ト
の
終
盤
で
「
も

し
あ
な
た
が
私
の
立
場
に
い
た
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
願
っ
た
と
思
う
？
」
と
「
彼

女
」
か
ら
聞
か
れ
、「
何
も
思
い
つ
か
な
い
よ
」、「
そ
れ
に
僕
は
、
二
十
歳
の
誕

生
日
か
ら
は
遠
く
離
れ
す
ぎ
て
い
る
」
と
自
ら
語
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。 

(9) 

ア
ー
ト
ブ
ッ
ク
で
は
い
つ
の
間
に
か
「
八
時
過
ぎ
に
」
が
「
八
時
に
」
に
書

き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
の
説
明
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。 

(10) 

「
苦
痛
に
ゆ
が
ん
だ
顔
は
、
状
態
が
か
な
り
悪
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
」
た 

め
に
病
院
に
ま
で
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
結
局
た
だ
の

腹
痛
」
で
あ
っ
た
。
ま
る
で
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
「
彼
女
」
の
語
り

口
が
、
不
思
議
な
出
来
事
を
後
押
し
す
る
。 

(11) 

想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
そ
の
「
小
柄
」
さ
ゆ
え
に
オ
ー
ナ
ー
は
「
絶

対
に
お
店
に
顔
を
出
さ
な
か
っ
た
」
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
オ
ー
ナ
ー

は
「
と
て
も
自
然
で
友
好
的
な
笑
顔
」
を
た
た
え
て
い
る
が
、「
そ
う
思
わ
な
い

か
ね
？
」
と
い
っ
た
自
分
の
土
俵
に
巻
き
込
む
語
り
方
、「
私
が
い
い
と
言
う
ん

だ
か
ら
、
誰
も
君
を
責
め
た
り
は
し
な
い
」
と
い
う
オ
ー
ナ
ー
然
と
し
た
言
葉

に
、
あ
る
種
の
威
厳
が
漂
っ
て
い
る
。 

(12) 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
冷
た
い
メ
デ
ィ
ア
」（
Ｍ
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン

／
栗
原
裕
・
河
本
仲
聖
訳
『
メ
デ
ィ
ア
論 

人
間
の
拡
張
の
諸
相
』
み
す
ず
書

房
、
一
九
八
七
・
六
）
で
あ
り
「
二
次
的
な
声
の
文
化
」（
Ｗｰ

Ｊ
・
オ
ン
グ
／
桜

井
直
文
他
訳
『
声
の
文
化
と
文
字
の
文
化
』（
藤
原
書
店
、
一
九
九
一
・
一
〇
）

で
あ
る
電
話
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
身
体
の
視
点
か
ら
（
大
澤
真
幸
『
電

子
メ
デ
ィ
ア
論 

身
体
の
メ
デ
ィ
ア
的
変
容
』
新
曜
社
、
一
九
九
五
・
六
）
、
あ

る
い
は
女
性
性
と
お
し
ゃ
べ
り
の
観
点
か
ら
（
山
田
登
世
子
『
声
の
銀
河
系 

メ

デ
ィ
ア
・
女
・
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
三
・
一
〇
、
鈴
村

和
成
『
テ
レ
フ
ォ
ン 

村
上
春
樹
、
デ
リ
ダ
、
康
成
、
プ
ル
ー
ス
ト
』
洋
泉
社
、

一
九
八
七
・
九
、
加
藤
晴
明
『
メ
デ
ィ
ア
文
化
の
社
会
学
』
福
村
出
版
、
二
〇
〇

一
・
五
）
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
電
話
と
文
学
を
め
ぐ
る
最
近
の
成
果
と
し
て
黒

田
翔
太
『
電
話
と
文
学 

声
の
メ
デ
ィ
ア
の
近
代
』（
七
月
社
、
二
〇
二
一
、
一

〇
）
が
あ
る
。 

(13) 

「
彼
女
」
が
学
生
＝
女
子
大
生
な
の
か
短
大
生
な
の
か
専
門
学
校
生
な
の
か
、

あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
フ
リ
ー
タ
ー
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。「
彼
女
と
も
う
一

人
の
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
」
と
い
う
表
現
も
両
方
の
意
味
に
取
る
こ
と
が
可
能
だ
。 

む
し
ろ
〝
地
方
か
ら
上
京
し
た
一
人
暮
ら
し
の
女
性
〟
と
い
う
「
彼
女
」
の
人

物
規
定
は
外
せ
な
い
要
素
で
あ
る
。 

(14) 

先
行
研
究
の
中
で
、
唯
一
、
深
津
論
だ
け
が
「
彼
女
」
の
孤
独
に
注
目
し
、

の
ち
に
二
十
歳
の
誕
生
日
の
物
語
を
呼
び
寄
せ
る
重
要
な
要
因
と
位
置
付
け
て
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い
る
。
本
稿
の
読
み
や
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
と
は
異
な
る
が
、「
彼
女
」
の
孤
独

へ
の
着
目
は
深
津
論
か
ら
大
き
な
示
唆
を
得
て
い
る
。 

(15) 
先
行
研
究
の
中
で
、
可
児
論
（
注
(5)
参
照
）
が
「
バ
ー
ス
デ
イ
・
ガ
ー
ル
」

を
〝
繰
り
返
し
〟
の
物
語
と
し
て
読
ん
だ
視
点
は
、
や
は
り
慧
眼
だ
と
評
価
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
も
そ
の
視
点
に
学
び
つ
つ
、
〝
不
変
〟
と

い
う
テ
ー
マ
と
し
て
考
察
し
た
。
そ
の
意
味
で
可
児
論
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ

る
。 

 

※ 

本
文
お
よ
び
引
用
は
、
「
翻
訳
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」
版
を
使
用
し
た
。 
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Between Fictionality and Reality: 

What Remains the Same in Haruki Murakami's "Birthday Girl" 

 

Furuie Toshiaki 

 

Abstracts: 

People live in between various fictitiousness and reality. They find meaning in being in the here and now, and 

in this way they maintain their identity. While rewriting the memory of her twentieth birthday, "she" is creating 

her own story that continues to the present. There are many gaps and frayed edges. Whatever the path, the 

essence of who she is will probably remain the same. It can be said that "Birthday Girl" is a novel that depicts 

this in a somewhat fantastical scene of an event on a 20th birthday. 

The store where "she" works may change with the times and circumstances, but the essence of the store remains 

the same, and therefore, it continues to be there. The theme of the novel, "constancy," is implied in this image. 

 

Keywords: memory, time, fictionality, reality, immutability 

 

 

 


