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エ
ッ
セ
イ 

遠
藤
周
作
﹁
影
に
対
し
て
﹂
を
読
む 

                                                           

奥 

野 

忠 

昭 

 
 

 

こ
の
六
月
に
皆
で
読
み
あ
っ
た
没
後
発
見
作
品
・
遠
藤
周
作
﹁
影
に
対
し
て
﹂
の
読
み
を
こ
こ
で
再
び

取
り
上
げ
よ
う
と
思
っ
た
の
は
︑
あ
の
作
品
は
﹁
小
説
を
書
こ
う
﹂
と
し
て
い
る
皆
に
も
普
遍
的
な
問
題

を
提
示
し
て
い
て
︑
私
も
た
い
へ
ん
興
味
深
く
読
ん
だ
の
だ
が
︑
自
分
の
読
み
を
十
分
発
表
で
き
な
か
っ

た
し
︑
あ
の
時
点
で
︑
私
の
読
み
も
浅
か
っ
た
︒
そ
れ
で
︑
こ
の
場
を
借
り
て
も
う
少
し
詳
し
く
作
品
を

検
討
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒ 

 

漱
石
は
作
品
に
つ
い
て
書
く
文
章
に
は
三
種
類
あ
る
と
言
っ
て
い
る
︒
一
つ
は
鑑
賞
文
で
︑
二
つ
め
は

鑑
賞
的
批
評
文
で
︑
三
つ
め
は
批
評
文
で
あ
る
︒
漱
石
自
身
は
そ
の
う
ち
二
番
め
の
﹁
鑑
賞
的
批
評
文
﹂

を
書
く
と
言
っ
て
い
る
︒
﹁
鑑
賞
的
批
評
文
﹂
と
は
気
に
い
っ
た
作
品
を
な
ぜ
気
に
い
っ
た
の
か
を
考
え

る
た
め
に
知
的
に
検
討
し
て
み
る
文
章
の
こ
と
だ
︒ 

 

私
も
そ
う
い
う
態
度
で
批
評
し
た
い
と
思
う
の
だ
が
︑
私
は
長
年
教
師
を
し
て
い
て
︑
文
学
作
品
を
教

え
る
の
に
作
品
考
察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
︑
そ
れ
に
は
﹁
分
析
批
評
﹂
や
﹁
構
造
批
評
﹂
や

﹁
解
釈
批
評
﹂
な
ど
が
一
番
適
し
て
い
た
︒
そ
れ
で
︑
ど
う
も
そ
れ
が
自
分
の
批
評
態
度
と
し
て
身
に
つ

い
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
︑
こ
の
作
品
も
そ
う
い
う
観
点
か
ら
精
読
に
臨
み
︑
批
評
文
を
書
く
こ
と
に
な
っ

た
︒ 

 

さ
ら
に
私
は
﹁
回
想
型
﹂
の
小
説
を
読
ん
だ
場
合
︑
ど
う
し
て
﹁
今
﹂
主
人
公
が
そ
れ
を
回
想
す
る
の

か
︑
そ
の
必
然
性
を
問
う
こ
と
に
し
て
い
る
︒
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
書
き
込
ん
で
い
る
小
説
も
あ
る
が
︑
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そ
う
で
な
い
小
説
も
多
い
︒
例
え
ば
志
賀
直
哉
の
﹁
城
の
崎
に
て
﹂
な
ど
︑
電
車
に
は
ね
ら
れ
﹁
死
に
か

け
た
経
験
﹂
を
し
て
︑
そ
の
養
生
の
た
め
に
城
崎
温
泉
に
来
て
い
る
と
冒
頭
で
書
い
て
あ
る
の
で
︑
当
時

死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
必
然
性
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
を
書
い
て
い
る
の
は
︑
三
年
後
で
﹁
三
年

出
な
け
れ
ば
あ
と
は
大
丈
夫
﹂
と
医
者
に
言
わ
れ
た
時
で
あ
る
︒
よ
う
や
く
﹁
死
﹂
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
︑

ほ
っ
と
し
て
︑
あ
の
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ
た
時
の
死
生
観
を
書
い
て
お
き
た
い
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
そ
れ

と
も
あ
の
時
が
一
番
は
っ
き
り
と
自
分
の
死
生
観
が
露
出
し
た
と
考
え
︑
そ
れ
を
今
再
追
求
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ら
は
私
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
が
︑
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
︑
こ
の
回
想
は
主
人

公
の
死
生
観
の
追
求
で
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
城
の
崎
に
て
﹂
を
書
こ
う
と
し
た
主
人
公
の
志
向
性
︵
志
向
性

と
は
人
や
物
事
が
向
か
う
方
向
の
こ
と
︶
で
あ
ろ
う
と
推
察
で
き
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
に
﹁
主
人
公
が
︑
な
ぜ
今
そ
の
過
去
を
回
想
す
る
の
か
﹂
が
︑
作
品
の
﹁
核
﹂
と
な
る
﹁
表

現
課
題
﹂
を
︑
言
葉
を
変
え
れ
ば
︑
作
品
の
背
骨
と
な
る
﹁
主
人
公
の
対
象
﹂
を
︑
あ
る
い
は
﹁
主
人
公

の
志
向
性
﹂
を
︑
さ
ら
に
は
﹁
核
と
な
る
筋
﹂
を
示
す
も
の
と
な
る
︒ 

 

故
に
私
は
そ
れ
が
回
想
型
小
説
理
解
の
要
だ
と
思
っ
て
い
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
最
後
ま
で
読
ま
な
い
と

わ
か
ら
な
い
場
合
が
多
い
︒
だ
が
︑
い
い
小
説
は
深
く
読
み
進
め
れ
ば
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
す
る
︒
私
の

回
想
型
小
説
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
を
そ
こ
に
置
い
て
い
る
︒ 

 

 

さ
て
︑
遠
藤
周
作
﹁
影
に
対
し
て
﹂
は
﹁
今
﹂
︵
今
は
瞬
間
的
な
現
在
の
こ
と
を
言
い
︑
現
在
と
は
今

か
ら
今
と
連
続
し
て
い
る
過
去
の
あ
る
時
点
ま
で
を
指
す
︒
た
だ
し
あ
る
時
点
は
恣
意
的
で
あ
る
︶
の
こ

と
が
か
な
り
書
か
れ
て
い
て
︑
純
粋
な
回
想
型
の
小
説
と
は
言
い
難
い
が
︑
﹁
母
の
こ
と
を
中
心
と
し
た

過
去
﹂
が
圧
倒
的
に
多
く
︑
且
つ
︑
過
去
が
今
を
照
ら
す
と
い
う
形
で
︑
過
去
が
極
め
て
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
回
想
型
の
変
種
と
考
え
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
︒
︵
こ
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れ
に
似
た
︑
最
も
極
端
な
例
は
芥
川
龍
之
介
の
﹁
ト
ロ
ッ
コ
﹂
で
あ
ろ
う
︶
︒ 

 
な
お
︑
﹁
今
﹂
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
な
く
て
︑
﹁
今
な
ぜ
そ
れ
を…

…

﹂
が
と
ら
え
に
く
い
回
想
型

小
説
の
多
い
な
か
︑
こ
の
小
説
は
﹁
今
﹂
の
様
子
が
は
っ
き
り
書
き
込
ま
れ
て
い
て
︑
前
述
の
問
題
が
と

ら
え
や
す
い
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
﹁
今
﹂
の
様
子
を
探
っ
て
見
よ
う
︒ 

 

冒
頭
は
今
で
の
出
来
事
か
ら
始
ま
る
︒
主
人
公
は
実
家
に
妻
と
子
供
を
連
れ
て
里
帰
り
し
て
い
て
︑
部

屋
で
古
い
写
真
帳
を
見
て
い
る
︒
そ
の
写
真
帳
の
所
々
で
︑
写
真
が
剥
が
さ
れ
て
い
て
︑
そ
れ
は
母
が
写

さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
義
母
な
ど
と
い
う
言
葉
が
盛
ん
に
出
て
く
る
こ
と
か
ら
︑
父
は
再
婚

し
て
い
て
︑
母
が
死
別
か
︑
離
婚
し
て
い
る
と
推
察
で
き
る
︑
父
が
義
母
を
気
遣
っ
て
﹁
モ
ト
妻
﹂
の
写

真
を
剥
ぎ
と
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
こ
れ
を
契
機
と
し
て
︑
母
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
く
の
だ
が
︑
冒
頭
の

こ
の
シ
ー
ン
は
今
の
導
入
部
で
あ
り
︑
同
時
に
過
去
の
導
入
部
で
も
あ
る
︒
今
は
︑
父
が
孫
の
手
を
持
ち
︑

庭
の
池
の
鯉
を
眺
め
て
い
る
︒
妻
と
義
母
と
が
何
か
話
し
合
っ
て
い
る
︒
ま
ず
は
安
定
し
た
日
常
的
家
族

を
提
示
し
て
い
る
︒
問
題
が
あ
る
と
言
え
ば
︑
こ
こ
に
母
が
い
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
一
見
す
れ
ば
︑
一
家

を
構
え
た
主
人
公
に
と
っ
て
は
︑
さ
ほ
ど
現
実
問
題
は
な
さ
そ
う
に
見
え
る
︒ 

 

こ
の
よ
う
に
︑
冒
頭
を
読
む
限
り
で
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
後
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
﹁
今
お
よ
び
現
在
﹂

と
過
去
と
が
密
接
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
︑
な
る
ほ
ど
導
入
部
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
入
り
方

だ
と
思
え
て
く
る
︒
し
か
し
﹁
核
と
な
る
志
向
性
﹂
が
は
っ
き
り
し
な
い
︒
志
向
性
と
し
て
は
過
去
の
母

を
思
い
出
す
と
い
う
の
は
感
じ
ら
れ
︑
そ
れ
に
主
人
公
も
﹁
母
は
な
ぜ
︑
父
と
別
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
も

ち
ろ
ん
今
の
彼
に
は
そ
の
理
由
が
想
像
で
き
る
︒だ
が
︑そ
れ
だ
っ
て
推
測
の
域
を
出
て
い
な
い
だ
ろ
う
︒

―
―

中
略―

―

彼
に
は
父
に
た
い
す
る
軽
蔑
感
と
と
も
に
︑
母
が
去
っ
て
い
っ
た
理
由
を
具
体
的
に
で
き

る
だ
け
突
き
つ
め
た
か
っ
た
の
で
あ
る
﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒
こ
こ
に
彼
の
﹁
一
応
の
志
向
性
﹂
が
述
べ
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ら
れ
て
い
る
︒
さ
す
が
プ
ロ
で
あ
る
︒
読
者
に
読
み
の
方
向
性
を
取
り
あ
え
ず
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
ど
う
し
て
そ
れ
が
今
な
の
か
が
不
明
で
あ
る
︒
そ
れ
こ
そ
が
こ
の
﹁
一
応
の
志
向
性
﹂
を
包
む

﹁
真
の
志
向
性
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
は
主
人
公
の
今
を
探
っ
て
み
よ
う
︒ 

 

シ
ー
ン
２
は
︵
シ
ー
ン
の
番
号
は
筆
者
が
付
け
た
も
の
で
︑
本
文
で
一
行
あ
き
で
示
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
番
号
を
付
け
た
︒
以
後
番
号
の
み
を
記
す
︶
︒
冒
頭
と
同
じ
実
家
の
庭
や
部
屋
で
の
出
来
事
が
書
か

れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
の
事
件
と
言
え
ば
父
か
ら
彼
が
書
い
た
原
稿
の
出
版
を
出
版
社
に
頼
ん
で
く
れ
な
い

か
と
依
頼
さ
れ
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
︒
ま
た
︑
主
人
公
は
探
偵
小
説
の
翻
訳
家
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
︒ 

 

４
で
は
自
宅
か
ら
翻
訳
の
原
稿
を
持
っ
て
出
版
社
に
出
か
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
︑
靴
底
の
減
り
具
合

か
ら
︑
妻
か
ら
履
き
物
が
そ
う
い
う
減
り
方
を
す
る
人
は
﹁
臆
病
な
意
志
の
弱
い
性
格
な
ん
で
す
っ
て
﹂

と
言
わ
れ
︑
ず
っ
し
り
と
こ
た
え
る
︒
さ
ら
に
︑
彼
は
小
説
家
を
め
ざ
し
て
い
て
︑
新
人
賞
に
応
募
し
て

い
る
が
︑
ま
だ
︑
認
め
ら
れ
て
い
な
い
︒
結
婚
以
前
に
は
大
き
な
口
を
た
た
い
て
い
た
の
だ
が
︑
選
評
者

に
認
め
て
も
ら
え
な
い
こ
と
が
つ
づ
き
︑﹁
小
説
家
と
な
ろ
う
願
い
も
い
つ
か
は
諦
め
に
変
っ
て
い
っ
た
﹂

と
あ
る
︒
︵
傍
線
は
筆
者
が
記
す
︒
○
○
は
主
人
公
の
こ
と
で
︑
○
○
は
父
の
こ
と
で
重
要
な
と
こ
ろ
︒

以
下
同
じ
︶ 

 

ま
た
︑
出
版
社
に
出
向
い
た
帰
り
に
︑
同
人
誌
の
集
ま
り
に
行
く
の
だ
が
︑
そ
の
帰
り
に
若
い
会
員
か

ら
﹁
毎
月
︑
何
か
書
い
て
い
な
い
と
︒
そ
れ
か
ら
︑
文
学
を
や
る
っ
て
︑
結
局
︑
強
情
じ
ゃ
な
き
ゃ
駄
目

で
す
ね
﹂
と
言
わ
れ
﹁
ま
だ
結
婚
し
て
い
な
い
頃
︑
自
分
も
こ
の
Ｆ
の
よ
う
に
気
負
っ
た
気
持
を
持
っ
て

い
た
な
﹂
と
ぼ
ん
や
り
と
思
い
︑
﹁
そ
の
気
負
っ
た
気
持
は
今
の
彼
の
心
の
何
処
か
ら
も
失
せ
て
︑
白
い

埃
が
︑
結
婚
生
活
以
来
︑
少
し
ず
つ
溜
っ
て
い
る
﹂
と
あ
る
︒
つ
ま
り
小
説
を
書
く
と
い
う
﹁
芸
術
﹂
的
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意
欲
が
萎
え
︑
一
家
を
支
え
る
と
い
う
﹁
生
活
﹂
的
姿
勢
に
な
っ
て
い
る
︒     

 
６
で
は
︑
父
が
﹁
渋
谷
ま
で
買
物
に
来
た
か
ら
︑
一
寸
︑
寄
っ
た
ん
だ
が
ね
﹂
と
言
っ
て
主
人
公
の
家

を
訪
れ
て
く
る
︒
妻
が
五
才
の
息
子
の
絵
を
見
せ
る
と
﹁
こ
の
子
に
は
芸
術
的
な
才
能
が
あ
る
か
も
し
れ

ん
ぞ
︒
あ
る
な
ら
ば
う
ん
と
伸
し
て
や
る
の
が
お
前
た
ち
の
義
務
だ
な
﹂
な
ど
と
言
う
︒
こ
れ
を
聞
い
た

主
人
公
が
過
去
に
︑
自
分
に
向
か
っ
て
言
っ
た
父
の
﹁
大
体
芸
術
な
ど
と
い
う
も
ん
は
︑
ま
と
も
な
人
間

な
ら
手
を
つ
け
ぬ
も
ん
だ
﹂
を
思
い
出
し
︑
﹁
父
の
言
葉
は
︑
母
へ
の
侮
辱
の
よ
う
に
﹂
腹
立
た
し
く
思

い
︑
さ
ら
に
は
︑
﹁
お
前
は
わ
し
と
同
じ
よ
う
に
教
師
に
な
る
の
が
一
番
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
﹂
と
言

っ
た
の
に
対
し
て
主
人
公
が
﹁
で
も
︑
ぼ
く
は
︑
自
分
で
自
分
の
職
業
を
選
ぶ
権
利
が
あ
る
と
思
う
﹂
と

言
い
か
え
し
た
の
に
対
し
﹁
馬
鹿
言
う
な
︒―

―

中
略―

―

も
し
︑
お
前
が
小
説
家
に
な
り
た
い
の
な
ら
︑

明
日
か
ら
で
も
自
分
で
か
せ
い
で
食
っ
て
み
る
が
い
い
﹂
と
叱
り
つ
け
た
の
を
思
い
だ
す
︒ 

 
10

で
は
翻
訳
し
た
推
理
小
説
が
こ
と
の
他
よ
く
売
れ
︑
ボ
ー
ナ
ス
と
し
て
金
が
入
り
︑
妻
と
息
子
を
連

れ
て
街
に
出
か
け
︑
妻
や
息
子
に
日
頃
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
物
を
買
い
与
え
︑
当
時
︑
遊
園
地
に
な
っ

て
い
た
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
で
︑
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
な
ど
を
食
べ
︑
回
転
す
る
コ
ッ
プ
に
三
人
で
乗
っ
た
り

し
て
楽
し
み
︑
﹁
幸
福
感
に
似
た
感
情
が
ゆ
っ
く
り
と
胸
に
湧
い
て
﹂
く
る
︒
そ
し
て
心
の
中
で
﹁
こ
う

い
う
生
活
が
な
ぜ
悪
い
ん
だ
と
急
に
﹂
考
え
︑
﹁ 

な
ぜ
今
更
︑
小
説
を
書
く
必
要
が
あ
る
ん
だ
︒
俺
は
こ

う
し
て
結
構
や
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
︒
な
ぜ
こ
の
結
構
な
毎
日
を
自
分
で
恥
ず
か
し
が
る
必
要
が
あ
る

ん
だ
﹂
と
思
う
︒
と
そ
の
時
主
人
公
の
頭
に
は
母
の
死
顔
が
浮
か
ん
で
き
た
り
す
る
︒
こ
の
﹁
主
人
公
の

頭
に
は
母
の
死
顔
が
浮
か
ん
で
き
た
り
す
る
﹂
の
思
い
は
︑
後
の
部
分
を
読
ま
な
い
と
わ
か
ら
な
い
こ
と

だ
が
︑
﹁
幸
福
感
う
ん
ぬ
ん
﹂
の
考
え
に
対
す
る
母
を
通
し
て
の
痛
烈
な
自
己
批
判
で
あ
る
︒ 

︵
母
の
死
顔
を
思
い
出
す
部
分
は
再
度
結
末
部
分
で
も
描
出
さ
れ
る
︶ 
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15

で
は
︑
激
し
く
雨
が
降
っ
た
日
の
午
後
︑
主
人
公
は
縁
側
に
立
ち
︑
雨
が
や
ん
で
陽
が
さ
し
は
じ
め

て
︑
﹁
濡
れ
た
樹
木
や
隣
家
の
屋
根
が
ま
ぶ
し
く
輝
き
︑
空
が
み
る
み
る
青
く
拡
が
り
︑
ま
る
で
全
て
の

も
の
が
生
き
か
え
っ
た
よ
う
に
息
づ
き
は
じ
め
た
﹂
の
を
見
つ
め
る
の
だ
が
︑
そ
ん
な
時
︑
﹁
急
に
悔
恨

と
も
自
責
と
つ
か
ぬ
感
情
が
胸
を
つ
き
あ
げ
て
く
る
の
を
感
じ
﹂
そ
し
て
﹁
頭
の
ど
こ
か
で
お
前
の
生
き

方
は
嘘
だ
と
い
う
声
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
だ
っ
た
﹂
と
あ
り
︑
そ
れ
で
主
人
公
は
妻
に
﹁
も
う
一
度
︑

生
活
を
や
り
な
お
さ
な
い
か
﹂
と
言
う
︒
こ
こ
で
は
︑
瞬
間
﹁
小
説
を
書
く
﹂
と
い
う
﹁
芸
術
﹂
へ
の
意

欲
が
生
じ
る
の
だ
が
︑
し
か
し
﹁
な
に
言
っ
て
ん
の
よ
︒
い
や
ね
え
︒
折
角
︑
ど
う
に
か
︑
明
日
の
こ
と

が
心
配
で
な
く
な
っ
た
と
言
う
の
に
﹂﹁
子
供
み
た
い
︒
あ
な
た
の
言
う
こ
と
﹂
と
妻
に
一
蹴
さ
れ
る
と
︑

﹁
彼
は
さ
っ
き
の
興
奮
が
萎
え
︑
し
ぼ
ん
で
い
く
の
を
感
じ
︑
あ
あ
あ
と
た
め
息
つ
い
て
﹂
畳
の
上
に
寝

転
が
る
の
で
あ
る
︒ 

 

こ
こ
に
は
ま
だ
彼
の
根
底
に
は
芸
術
追
求
の
意
欲
が
根
強
く
残
っ
て
い
る
も
の
の
︑
生
活
の
こ
と
を
優

先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
コ
ン
フ
リ
ク
ト
に
悩
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒ 

 

 
21

は
︑
な
ん
の
た
め
か
は
わ
か
ら
な
い
が
実
家
に
帰
っ
て
い
て
︑︵
父
が
出
版
社
に
持
ち
込
む
原
稿
を

取
り
に
こ
い
と
で
も
言
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︶
︒
べ
っ
た
ら
づ
け
と
父
の
原
稿
を
持
っ
て
帰
る
︒
こ
こ

で
は
︑
父
の
原
稿
を
出
版
社
に
持
ち
込
む
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
心
の
弱
さ
を
反
省
し

て
い
る
︒
帰
る
と
︑
医
者
が
来
て
い
て
︑
息
子
の
稔
が
病
気
に
な
っ
て
い
る
︒
医
者
は
入
院
を
勧
め
る
︒ 

 

主
人
公
は
入
院
さ
せ
よ
う
と
決
断
す
る
︒
妻
は
入
院
費
を
心
配
す
る
が
︑
主
人
公
は
﹁
な
ん
と
か
す
る
﹂

と
答
え
る
︒
主
人
公
に
生
活
の
重
荷
が
降
り
か
か
る
︒ 

 
23

は
︑
父
と
義
母
と
主
人
公
の
三
人
が
実
家
で
月
見
を
し
て
い
る
︒
父
は
た
い
へ
ん
機
嫌
が
い
い
︒ 

﹁
今
年
は
何
事
も
な
く
︑
だ
れ
か
ら
も
後
指
を
さ
さ
れ
ず…

…

︑
こ
れ
が
幸
福
と
い
う
も
の
だ
な
﹂ 
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な
ど
と
言
っ
て
い
る
︒
主
人
公
は
﹁
父
の
満
足
そ
う
な
横
顔
を
み
て
い
た
﹂
︒
﹁
父
の
浸
っ
て
い
る
安

穏
な
幸
福
の
背
後
に
孤
独
な
女
が
一
人
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒
父
と
義
母
に
た
い
す
る

か
す
か
な
憎
し
み
に
駆
ら
れ
﹂
主
人
公
は
だ
ん
ご
を
食
べ
ず
に
う
つ
む
い
て
い
る
と
﹁
ど
う
し
た
︑
食
べ

な
い
の
か
﹂
と
父
が
言
い
︑
﹁
い
つ
も
は
五
つ
も
六
つ
も
食
べ
る
く
せ
に
﹂
と
義
母
が
言
う
︒
主
人
公
は

﹁
仕
方
な
く
弱
々
し
い
微
笑
を
頬
に
浮
か
べ
﹂
︑
そ
し
て
﹁
そ
ん
な
愛
想
笑
い
を
う
か
べ
た
自
分
に
た
ま

ら
な
い
嫌
悪
を
感
じ
﹂
る
の
で
あ
る
︒ 

 
24

の
今
で
は
︑
二
つ
の
シ
ー
ン
が
描
か
れ
る
︒
一
つ
は
帝
国
ホ
テ
ル
の
ロ
ビ
ー
で
母
の
友
人
の
Ｓ
さ
ん

と
会
っ
て
母
の
こ
と
を
尋
ね
て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
Ｓ
さ
ん
は
﹁
不
運
な
人
だ
っ
た
ね
え
︒
お
節
さ
ん
は
﹂

﹁
お
節
さ
ん
は
結
局…

…
―
―

中
略―

―

た
づ
な
を
︑
し
ぼ
り
の
す
ぎ
た
の
ね
﹂
﹁
え
え
︑
た
づ
な
を
決

し
て
ゆ
る
め
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒
あ
れ
じ
ゃ
ね
ぇ
﹂
と
︑
や
や
非
難
が
ま
し
く
言
う
︒
そ
れ
を
聞
い
た

主
人
公
は
彼
女
に
会
っ
た
帰
り
﹁
烈
し
い
怒
り
が
胸
に
ふ
き
あ
げ
て
﹂
く
る
︒
父
が
母
に
つ
い
て
何
か
を

言
う
の
は
い
い
︒
あ
の
父
は
俗
人
だ
か
ら
︒
伯
母
は
母
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
も
い
い
︒
あ
の
伯
母
は
人

生
に
つ
い
て
何
も
し
ら
ぬ
か
ら
だ
︒
し
か
し
︑
母
の
教
え
子
の
鮎
川
さ
ん
︑
母
の
音
楽
学
校
時
代
か
ら
の

友
人
で
あ
る
Ｓ
さ
ん
︑
そ
の
人
た
ち
ま
で
今
は
母
を

さ
げ
す蔑

む
よ
う
な
言
い
方
す
る
の
は
耐
え
ら
れ
な
か
っ

た
︒
﹁
﹃
音
楽
よ
り
︑
も
っ
と
高
い
も
の
を
﹄
と
母
は
幾
度
も
手
紙
に
書
い
て
き
た
︒
そ
の
高
い
も
の
を

求
め
た
女
が
︑
彼
︵
主
人
公
︶
の
母
だ
っ
た
︒
そ
の
母
が
︑
世
間
か
ら
こ
う
い
う
眼
で
み
ら
れ
て
い
る
︒

あ
な
た
ち
に
は
母
の
生
き
方
が
わ
か
る
ま
い
︒
あ
な
た
た
ち
が
わ
か
ら
な
く
て
も
︑
子
供
の
俺
に
は
わ
か

る
﹂
と
主
人
公
は
呟
き
つ
づ
け
る
︒ 

 

 

と
こ
ろ
が
︑
家
に
帰
っ
て
き
て
翻
訳
の
仕
事
に
取
り
か
か
る
が
あ
ま
り
進
ま
な
い
︒
夕
暮
れ
に
息
子
の

稔
の
看
病
の
た
め
に
病
院
に
行
っ
て
い
た
妻
が
彼
女
の
妹
に
看
病
を
か
わ
っ
て
も
ら
っ
て
帰
っ
て
く
る
︒
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そ
う
し
て
入
院
費
用
と
し
て
三
万
円
が
必
要
だ
と
告
げ
る
︒
当
時
の
三
万
円
は
相
当
な
額
だ
︒
先
日
出
版

社
か
ら
得
た
三
万
円
は
す
で
に
使
い
果
た
し
て
い
る
︒
主
人
公
に
は
妻
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て

い
る
︒
し
か
し
︑
彼
は
同
意
で
き
な
い
︒
そ
れ
で
﹁
お
前
の
着
物
を
売
れ
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
﹂
と
言
う
︒

す
る
と
案
の
定
︑
﹁
お
父
さ
ま
に
拝
借
で
き
な
い
か
し
ら
﹂
と
妻
が
言
う
︒
﹁
い
や
だ
﹂
﹁
親
爺
な
ん
か

に
は
借
り
た
く
な
い
﹂
﹁
お
父
さ
ま
に
借
り
た
く
な
い
と
言
っ
て…

…

当
て
が
あ
る
ん
で
す
か
﹂
﹁
だ
か

ら
︑
お
前
の
着
物
を
売
れ
と
言
っ
て
い
る
じ
ゃ
な
い
か
﹂
︒
彼
は
妻
が
泣
き
だ
す
ま
で
言
い
つ
づ
け
る
︒

妻
は
泣
き
な
が
ら
︑
あ
な
た
に
は
父
を
軽
蔑
す
る
資
格
な
ん
か
な
い
わ
と
叫
ぶ
︒
﹁
何
も
知
ら
ん
く
せ
に

…
…

生
意
気
を
言
う
な
﹂
﹁
言
い
ま
す
と
も
︑
あ
な
た
な
ん
か
︑
お
父
さ
ま
ぐ
ら
い
に
も
︑
な
れ
な
い
ん

じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
﹂
主
人
公
は
彼
女
を
撲
ろ
う
と
す
る
が
撲
れ
な
か
っ
た
︒
﹁
彼
は
う
つ
む
い
て
母
の

死
顔
を
思
い
う
か
べ
た
︑―

―

中
略―

―

母
の
青
白
い
額
に
は
ま
だ
苦
し
そ
う
な
翳
が
残
っ
て
い
た
﹂
と

な
る
︒ 

 

母
も
自
分
と
同
じ
か
︑
そ
れ
以
上
の
苦
し
み
を
味
わ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒ 

 

こ
の
よ
う
な
今
が
過
去
の
父
や
母
の
こ
と
を
執
拗
に
思
い
起
こ
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
な
ぜ
こ

の
今
が
過
去
を
思
い
出
さ
せ
た
か
は
︑
明
確
に
は
な
っ
て
い
な
い
︒ 

 

父
は
現
在
存
命
で
あ
り
︑
交
際
が
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
﹁
今
﹂
の
時
間
に
お
い
て
も
彼
の
思
想
は
か
な
り

明
ら
か
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
母
は
︑
離
婚
や
死
亡
に
よ
っ
て
今
の
時
点
に
お
い
て
は
主
人
公
の
ま
わ

り
に
は
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
今
時
点
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
何
事
も
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
多
く

は
過
去
の
中
に
し
か
な
い
︒
そ
れ
に
︑
父
の
こ
と
で
も
過
去
の
こ
と
で
ま
だ
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と

も
あ
る
︒
故
に
過
去
の
こ
と
で
︑
彼
ら
の
こ
と
で
重
要
な
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
︒ 

 

で
は
ま
ず
父
か
ら
︒
彼
の
特
性
の
わ
か
る
と
こ
ろ
を
提
示
し
て
み
る
︒ 
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例
え
ば
６
の
傍
線
部
分﹁
大
体
芸
術
な
ど
と
い
う
も
ん
は
︑ま
と
も
な
人
間
な
ら
手
を
つ
け
ぬ
も
ん
だ
﹂

は
す
で
に
提
示
し
た
︒
そ
れ
に
加
え
て
﹁
お
前
は
わ
し
と
同
じ
よ
う
に
教
師
に
な
る
の
が
一
番
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
﹂
や
︑
２
の
中
で
主
人
公
が
父
が
定
年
退
職
し
た
と
知
っ
て
経
済
的
な
心
配
が
な
い
の
か
尋

ね
る
と
﹁
い
や
︑
そ
の
ほ
う
は
心
配
な
い
︒
前
か
ら
ち
ゃ
ん
と
備
え
て
お
い
た
か
ら
﹂
と
言
う
︒
そ
れ
に

昔
︑
部
屋
に
は
﹁
備
え
あ
れ
ば
憂
な
し
﹂
と
い
う
だ
れ
か
の
字
が
か
け
て
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
二
十
年
前
﹁
文

学
部
に
入
る
こ
と
を
反
対
し
て
安
全
な
人
生
の
道
を
歩
む
よ
う
に
す
す
め
た
父
﹂
や
︑
ま
た
１０
に
お
い
て

﹁
な
あ
︑
小
説
な
ど
書
こ
う
と
思
う
な
よ
︒
あ
あ
言
う
も
の
は
趣
味
と
し
て
や
る
の
は
い
い
が
︑
職
業
な

ど
に
し
ち
ゃ
あ
い
か
ん
ぞ
﹂
﹁
あ
あ
い
う
職
業
は
危
険
が
多
い
︒
第
一
︑
食
え
ん
よ
う
に
な
っ
た
ら
ど
う

す
る
ん
だ
︒
大
体
︑
芸
術
な
ど
と
い
う
も
ん
は
︑
ま
と
も
な
人
間
な
ら
手
を
つ
け
ぬ
も
ん
だ
﹂
な
ど
と
言

っ
て
い
る
︒
以
上
の
よ
う
に
父
は
ま
さ
に
生
活
重
視
の
思
想
の
持
ち
主
で
あ
り
︑
ま
た
こ
の
考
え
は
社
会

一
般
の
思
想
で
も
あ
る
︒ 

 

そ
れ
に
対
し
て
母
は
ど
う
か
︒
３
に
お
い
て
︑
主
人
公
は
母
の
若
い
時
の
こ
と
を
知
り
た
く
て
母
の
故

郷
を
訪
れ
︑
親
戚
で
医
者
を
し
て
い
る
﹁
達
さ
ん
﹂
を
訪
ね
る
︒
そ
こ
で
母
が
家
出
を
し
た
話
を
聞
く
︒

母
は
女
学
校
の
時
か
ら
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
習
っ
て
い
て
︑
上
野
の
音
楽
学
校
に
入
学
し
た
い
と
思
っ
て
い

た
の
だ
が
︑
両
親
に
反
対
さ
れ
︑
﹁
彼
女
は
あ
る
日
︑
突
然
家
を
出
て
﹂
し
ま
う
︒
﹁
勉
強
す
る
旅
費
と

当
分
の
生
活
費
と
を
作
る
た
め
︑
姫
路
の
あ
る
家
庭
で
﹂
お
手
伝
い
さ
ん
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ

と
か
ら
︑
音
楽
に
か
け
る
情
熱
が
凄
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

５
で
は
主
人
公
が
子
供
の
頃
の
母
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
︒
﹁
手
首
と
五
本
の
指
が
機
械
の
よ
う
に

動
き
つ
づ
け
る
︒
絃
の
端
か
ら
端
を
た
え
間
な
く
這
い
ま
わ
る
︒―

―

中
略―

―

そ
れ
も
繰
り
か
え
し
三

時
間
︑
た
っ
た
一
つ
の
旋
律
だ
け
を
繰
り
か
え
し
て
い
る
﹂ 
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学
校
か
ら
帰
っ
た
主
人
公
は
﹁
な
に
か
く
れ
な
い
﹂
﹁
な
に
か
果
物
な
い
﹂
な
ど
と
言
う
︒
﹁
本
当
は

果
物
な
ど
が
欲
し
い
の
で
は
な
か
っ
た
︒
た
だ
彼
は
︑
眼
前
の
母
の
心
を
こ
ち
ら
に
向
け
た
か
っ
た
の
で

あ
る
﹂
そ
し
て
﹁
子
供
は
母
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
︒
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
い
て
い
る
間
は
決
し
て
話
し
か
け
た

り
︑
騒
い
だ
り
し
て
は
い
け
な
い
と
平
生
か
ら
き
つ
く
言
わ
れ
た
の
に
︑
彼
は
そ
の
言
い
つ
け
を
忘
れ
る

不
安
に
か
ら
れ
た
﹂
の
だ
︒
母
は
﹁
何
す
る
の
﹂
と
﹁
怖
ろ
し
い
顔
で
睨
み
つ
け
叱
り
つ
け
た
﹂
と
あ
る
︒

﹁
そ
の
話
を
妻
に
き
か
せ
た
﹂
時
︑
妻
は
﹁
と
て
も
で
き
な
い
わ
︒
あ
た
し
に
は
﹂
と
言
う
︒
そ
し
て
さ

ら
に
﹁
な
ん
だ
か
︑
こ
わ
く
な
か
っ
た
︒
あ
な
た
﹂
と
言
う
︒
﹁
そ
ん
な
時
は
お
袋
は
こ
わ
か
っ
た
﹂
と

主
人
公
は
頷
く
︒
﹁
そ
れ
に
お
袋
の
右
腕
は
左
腕
く
ら
べ
る
と
太
く
て
ね
︑
五
本
の
指
先
は
ヴ
ァ
イ
オ
リ

ン
の
絃

で

潰
さ
れ
て
固
い
灰
色
の
皮
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
を
今
で
も
は
っ
き
り
と
憶
え
て
い
る
﹂
と

答
え
る
︒
妻
は
﹁
い
え
︑
い
え
︑
そ
ん
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
の
︒
子
供
が
お
腹
が
す
い
て
い
る
の
に
︑
叱
り

つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
な
ん
て
︑
あ
た
し
に
は
で
き
な
い
わ
︑
と
て
も
﹂
と
言
う
︒
そ
れ
を
聞
い
た
主
人

公
は
﹁
妻
が
母
の
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て
︑
顔
を
強
張
ら
せ
た
︒
自
分
以
外
の
者
が
母
を

批
判
す
る
の
は
許
せ
な
い
︒
お
前
な
ど
に
お
袋
の
こ
と
な
ど
理
解
で
き
て
た
ま
る
か
︒
と
彼
は
う
つ
む
い

て
心
の
中
で
呟
い
た
︒
﹂ 

 

こ
の
よ
う
に
母
は
芸
術
に
心
血
を
注
い
で
い
る
︒
芸
術
重
視
の
思
想
で
あ
る
︒
芸
術
対
生
活
︑
思
想
は

母
と
父
と
で
は
ま
っ
た
く
正
反
対
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
主
人
公
に
対
す
る
期
待
も
違
っ
て
く
る
︒
父
の

期
待
は
す
で
に
述
べ
た
︒
で
は
︑
母
の
期
待
は
ど
う
か
︒
そ
れ
は22

に
描
か
れ
て
い
る
︒ 

﹁
母
さ
ん
は
他
の
も
の
は
あ
な
た
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
︑
普
通
の
母
親
た
ち
と
ち
が

っ
て
︑
自
分
の
人
生
を
あ
な
た
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
ー
そ
れ
を
今
は
あ
な
た
に
た
い
す
る
お

わ
び
の
気
持
と
一
緒
に
自
分
に
言
い
き
か
せ
て
い
る
の
で
す
︒
ア
ス
ハ
ル
ト
の
道
は
安
全
だ
か
ら
誰
だ
っ
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っ
て
歩
き
ま
す
︒―

―

中
略―

―

で
も
う
し
ろ
を
振
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
︑
そ
の
安
全
な
道
に
は
自
分
の

足
あ
と
な
ん
か
一
つ
だ
っ
て
残
っ
て
い
や
し
な
い
︒―

―

中
略―

―

あ
な
た
も
決
し
て
ア
ス
ハ
ル
ト
の
道

な
ど
歩
く
よ
う
な
つ
ま
ら
ぬ
人
生
を
送
ら
な
い
で
下
さ
い
﹂ 

 

こ
の
よ
う
に
母
と
父
の
思
想
は
相
反
関
係
︵
対
構
造
︶
に
あ
る
︒
し
か
も
こ
の
構
造
は
出
て
く
る
人
物

を
も
二
分
す
る
︒
母
型
人
物
は
母
と
現
在
の
自
分
以
外
に
い
ず
︑
父
型
人
物
は
父
︑
達
さ
ん
︑
Ｓ
さ
ん
︑

教
え
子
︑
妻
な
ど
︑
多
く
い
る
︒
最
も
援
助
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
妻
も
父
型
に
い
る
の
は
痛
い
︒ 

 

し
か
し
︑
主
人
公
は
芸
術
家
を
希
求
し
て
い
る
と
同
時
に
一
家
の
生
活
を
も
担
っ
て
い
る
︒
対
立
す
る

両
者
を
同
時
に
担
う
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
に
も
極
端
に
傾
斜
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒ 

 

も
ち
ろ
ん
芸
術
志
向
に
お
い
て
主
人
公
に
と
っ
て
は
母
は
理
想
人
物
で
あ
り
︑
欲
望
人
物
︵
ジ
ラ
ー
ル

﹁
欲
望
の
現
象
学
﹂
参
照
︶
で
も
あ
る
︒
ま
た
父
は
否
定
人
物
で
あ
る
︒
さ
ら
に
母
は
﹁
自
分
以
外
の
者

が
母
を
批
判
す
る
の
は
許
せ
な
い
︒
お
前
な
ど
に
お
袋
の
こ
と
な
ど
理
解
で
き
て
た
ま
る
か
﹂
と
い
い
︑

母
を
絶
対
的
肯
定
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
︒ 

 

し
か
も
こ
の
肯
定
は
単
に
芸
術
観
に
よ
る
だ
け
で
は
な
い
︒
主
人
公
の
根
底
に
は
母
は
自
分
を
こ
の
上

な
く
愛
し
て
く
れ
て
い
た
と
い
う
認
識
が
あ
る
︒
そ
れ
が
一
番
よ
く
現
れ
て
い
る
の
が
主
人
公
が
子
供
の

頃
︑
重
い
病
気
を
患
い
︑
入
院
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
母
が
︑
一
時
︑
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
諦
め
か
け

た
こ
と
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
母
は
そ
れ
が
長
く
つ
づ
け
ら
れ
ず
に
︑
自
殺
未
遂
事
件
を
起
こ
し
︑
そ
れ
を

き
っ
か
け
と
し
て
父
母
が
離
婚
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒ 

 

こ
の
こ
と
な
ど
を
含
め
て
主
人
公
に
は
母
に
対
す
る
も
う
一
つ
の
思
い
が
あ
る
︒そ
れ
は
︑子
供
の
頃
︑

主
人
公
は
父
型
の
構
造
の
方
に
入
っ
て
い
て
︑
普
通
の
母
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
︒
そ
れ
が
典
型
的

に
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
︑
９
の
場
面
で
︑
主
人
公
が
入
院
し
て
い
て
︑
母
が
︑
彼
に
付
き
添
っ
て
い



- 12 - 

る
時
︑
母
が
指
で
ウ
ァ
イ
オ
リ
ン
を
弾
く
よ
う
に
指
を
動
か
し
て
い
る
の
を
見
て
︑
腹
立
ち
を
覚
え
る
と

こ
ろ
が
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
れ
は
︑
子
供
の
頃
︑
母
の
切
実
な
思
い
を
知
ら
ず
に
︑
父
型
の
方
に
い
た
こ
と

を
示
す
︒
そ
の
頂
点
が16

の
父
母
の
離
婚
に
際
し
て
︑
ど
ち
ら
に
つ
く
か
を
迫
ら
れ
︑
父
や
伯
母
の
勧

め
も
あ
っ
て
父
の
方
に
つ
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
思
い
出
し
︑
幼
少
期
︑
自
分
は
母
を

裏
切
っ
た
と
い
う
自
責
の
念
に
囚
わ
れ
︑母
の
生
き
方
を
肯
定
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑そ
の
思
い
が
強
ま
り
︑

今
芸
術
へ
の
思
い
を
捨
て
︑
生
活
の
方
へ
傾
く
こ
と
は
再
び
母
を
裏
切
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
れ
は
で
き
な

と
い
う
思
い
が
重
く
の
し
か
か
る
の
で
あ
る
︒ 

 

構
造
的
に
考
え
る
な
ら
ば
主
人
公
は
青
年
期
に
は
母
型
の
生
き
方
の
方
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
の
が
︑
結

婚
し
て
一
家
を
構
え
る
に
し
た
が
い
母
型
か
ら
父
型
へ
移
行
し
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
姿
勢
を

母
を
思
い
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
︑
芸
術
に
向
か
う
心
の
再
構
築
を
は
か
ろ
う
と
す
る
の

で
あ
る
が
︑
一
途
に
芸
術
に
打
ち
込
み
た
い
者
に
と
っ
て
家
族
を
背
負
う
と
い
う
こ
と
は
︑
ど
う
し
て
も

両
構
造
の
板
挟
み
に
合
う
︒ 

 

主
人
公
が
今
息
子
が
入
院
し
て
い
て
そ
の
金
を
工
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
切
迫
つ
ま
っ
た

状
態
に
置
か
れ
︑
否
定
し
て
い
る
父
に
頭
を
下
げ
て
金
を
せ
び
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
屈
辱
を
味

わ
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
と
よ
く
似
た
苦
境
を
母
も
ま
た
背
負
っ
た
に
違
い
な
い
︒
言
う
な
れ
ば
今
主
人

公
が
母
の
苦
し
み
を
発
見
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
︒
し
か
も
そ
の
原
因
の
一
端
は
自
分
に
あ
っ
た
と
い
う

不
条
理
の
発
見
を
伴
っ
て
︒ 

 

と
す
る
な
ら
ば
︑
主
人
公
の
﹁
真
の
志
向
性
﹂
は
母
の
生
き
方
の
再
発
見
を
通
し
て
︑
自
己
の
芸
術
へ

の
思
い
を
掻
き
立
て
る
と
と
も
に
︑
父
型
か
ら
の
攻
撃
や
屈
辱
に
耐
え
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
母
の
苦
悩
を
共
有
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
今
の
自
分
の
状
態
を
認
識
を
す
る
こ
と
で
も
あ
る
︒ 
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そ
う
い
う
主
人
公
の
今
が
︑
最
後
の
場
面
で
典
型
的
に
表
さ
れ
て
い
る
︒ 

 
前
述
し
た
よ
う
に
妻
か
ら
﹁
言
い
ま
す
と
も
︑
あ
な
た
な
ん
か
︑
お
父
さ
ま
ぐ
ら
い
に
も
︑
な
れ
な
い

ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
﹂
と
蔑
ま
れ
︑﹁
勝
呂
の
手
が
震
え
︑
思
わ
ず
撲
ろ
う
と
す
る
が
撲
れ
な
か
っ
た
︒

彼
は
う
つ
む
い
て
母
の
死
顔
を
思
い
う
か
べ
た
︒
暗
い
ア
パ
ー
ト
の
一
室
︑
ゴ
ム
の
植
木
鉢
が
片
隅
に
お

か
れ
て
お
り
︑
母
の
青
白
い
額
に
は
ま
だ
苦
し
そ
う
な

か
げ翳

が
残
っ
て
い
た
﹂
と
な
る
︒  

 
 

了 

 

注 

遠
藤
周
作
の
﹁
影
に
対
し
て
﹂
は
﹃
影
に
対
し
て
﹄
︵
新
潮
文
庫
︶
に
収
録 


