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尾
敏
雄
『
死
の
棘
』
の
構
成
の
一
面
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稿
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ら
作
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四
章
「
日
は
日
に
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の
作
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過
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島
尾
敏
雄
（
生
1
9
1
7
・
没
1
9
8
6
）
の
作
品
の
中
で
長
編
小
説
『
死
の
棘
』
は
非
常
に
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
妻
の

ミ
ホ
の
精
神
病
発
病
と
彼
女
と
の
葛
藤
を
描
く
作
品
で
、
戦
後
日
本
文
学
の
最
も
重
要
な
小
説
の
一
つ
と
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
悲

惨
な
現
実
を
素
材
と
し
た
私
小
説
の
か
た
ち
を
と
り
な
が
ら
、
病
妻
体
験
の
危
機
的
時
期
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
描
い
て
い
る
。

　

小
説
は
一
見
、
体
験
の
事
実
に
沿
っ
て
語
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
切
れ
目
の
な
い
、
連
続
的
な
筋
道
を
辿
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
そ
の
一
方
で
島
尾
は
「
反
構
成
」
の
作
家
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
島
尾
自
身
も
「
反
構
成
の
傾
き
」
が
あ
る
と
何

回
も
発
言
し
、
特
に
1
9
6
7
年
の
「
ど
う
し
て
小
説
を
私
は
書
く
か
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
も
そ
れ
を
強
調
し
て
い
る
。

【
資
料
①
】
島
尾
敏
雄
「
ど
う
し
て
小
説
を
私
は
書
く
か
」『
わ
れ
ら
の
文
学
』
第
四
巻
一
九
六
七
年
四
月

「
筋
道
を
つ
く
り
、
も
の
が
た
り
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
掟
を
小
説
の
中
に
か
ぎ
つ
け
、
そ
の
掟
が
、
式
順
と
か
ら
み
あ
っ

て
、
私
に
は
よ
そ
よ
そ
し
く
見
え
た
。（
中
略
）
な
に
よ
り
も
さ
わ
り
に
な
る
こ
と
は
、
私
に
は
ど
ん
な
も
の
が
た
り
の
筋
道
に
も

興
味
が
わ
か
な
い
こ
と
だ
。
ど
れ
ほ
ど
巧
妙
に
、
そ
し
て
緻
密
に
た
て
ら
れ
て
も
、
つ
く
り
ご
と
の
構
造
は
、
逃
げ
水
の
よ
う
に
、
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追
い
か
け
る
先
へ
先
へ
と
移
っ
て
行
き
、
私
の
か
ら
だ
の
中
に
ひ
び
き
か
え
っ
て
こ
な
い
と
思
い
た
が
り
、
そ
の
お
そ
れ
が
あ
っ

た
。（
中
略
）
自
分
で
は
管
理
で
き
ず
、
検
証
し
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
な
ど
も
み
ん
な
含
め
た
領
域
の
中
で
し
か
、
私

は
規
制
さ
れ
た
く
な
い
。」

　

石
井
洋
詩①
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
死
の
棘
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
構
成
に
つ
い
て
の
研
究
が
少
な
い
の
は
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
発

言
が
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
に
は
島
尾
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
信
用
す
る
傾
向
が
長
く
認
め
ら
れ

る
が
、
新
し
い
素
材
が
公
開
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
小
説
の
「
私
小
説
性
」
も
「
連
続
性
」
も
問
題
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば

そ
の
素
材
の
一
つ
、
島
尾
が
病
妻
の
体
験
を
記
録
し
た
「『
死
の
棘
』
日
記
」
が
2
0
0
5
年
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
2
0
1
2

年
か
ら
『
死
の
棘
』
原
稿
な
ど
が
島
尾
の
遺
族
の
方
達
に
よ
り
鹿
児
島
近
代
文
学
館
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
の
結
果
と
し
て
、
そ
の
原
稿

が
公
開
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
島
尾
文
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
、
小
説
の
構
成
や
作
成
過
程
の
調
査
、
研
究
を
よ
り
一
層

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
広
が
っ
て
き
て
い
る
。
今
回
私
は
特
に
『
死
の
棘
』
第
四
章
「
日
は
日
に
」
の
原
稿
、
草
稿
を
分
析

し
、
そ
れ
を
通
し
て
、『
死
の
棘
』
だ
け
は
な
く
、
島
尾
敏
雄
文
学
に
お
け
る
構
成
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

一　
『
死
の
棘
』
創
作
の
起
源

　
『
死
の
棘
』
体
験
の
筋
道
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
ミ
ホ
の
心
の
葛
藤
は
1
9
5
4
年
9
月
か
ら
始
ま
る
。
彼
女
の
精
神
状
態
が

だ
ん
だ
ん
悪
化
し
、
入
院
し
た
。
島
尾
も
付
き
添
っ
て
入
院
す
る
。
退
院
し
た
後
、
1
9
5
5
年
家
族
と
一
緒
に
奄
美
大
島
に
引
っ
越

す
。
翌
年
島
尾
は
奄
美
大
島
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
洗
礼
を
受
け
る
。

　

そ
の
体
験
を
描
く
い
わ
ば
「
病
妻
も
の
」
の
創
作
は
ミ
ホ
の
発
病
の
翌
年
か
ら
始
ま
る
。
島
尾
は
「
わ
れ
深
き
ふ
ち
よ
り
」「
治
療
」
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な
ど
の
よ
う
に
、
当
時
の
病
院
の
生
活
を
描
く
「
病
院
記
」
を
入
院
中
書
き
始
め
、
1
9
5
5
〜
5
7
年
そ
れ
ら
を
連
作
し
て
い
る
。

1
9
5
6
年
「
妻
へ
の
祈
り
」
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
「
婦
人
公
論
」
に
掲
載
す
る
。
1
9
5
9
年
「
川
に
て
」「
家
の
中
」「
家
の
外

で
」
な
ど
の
短
編
小
説
を
執
筆
す
る
。
1
9
6
0
年
か
ら
妻
の
発
病
の
体
験
、
家
庭
の
危
機
を
描
く
年
長
編
小
説
「
死
の
棘
」
を
書
き

始
め
、
1
9
7
6
年
完
成
し
た
。

　

体
験
か
ら
作
品
へ
の
、「
病
妻
も
の
」
の
創
作
過
程
に
お
い
て
は
変
更
や
た
め
ら
い
が
見
ら
れ
る
。
初
期
の
「
病
院
記
」
は
入
院
の
体

験
と
大
体
同
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
妻
に
読
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
資
料
【
2
】「
妻
へ
の
祈
り
」
の
言
葉
を
借
り
る
よ
う
に

「
妻
に
通
う
」
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
る
。

【
資
料
②
】
島
尾
敏
雄
「
妻
へ
の
祈
り
」《
婦
人
公
論
》
一
九
五
六
年
五
月

私
と
妻
は
二
人
一
緒
に
入
院
し
た
。
精
神
病
の
夫
に
妻
が
付
添
っ
て
入
院
す
る
例
は
少
く
な
い
が
、
患
者
で
あ
る
妻
に
夫
が
付
添
っ

て
入
院
す
る
こ
と
は
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
い
ろ
考
慮
の
結
果
、
男
の
患
者
た
ち
の
精
神
病
棟
の
個
室
に
入
れ
て
貰
う

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
半
年
近
い
間
、
私
と
妻
と
は
そ
の
精
神
病
棟
の
中
で
世
間
と
隔
絶
し
て
暮
ら
し
た
。
そ
こ
で
の
奇
態
な

生
活
の
一
端
を
、「
わ
れ
深
き
ふ
ち
よ
り
」
と
い
う
短
篇
集
に
収
め
た
二
、
三
の
作
品
の
中
で
、
私
は
表
現
し
よ
う
と
試
み
は
し
た

が
、
入
院
中
に
妻
の
発
作
の
あ
い
ま
を
盗
ん
で
む
し
ろ
祈
り
の
よ
う
な
気
持
ち
で
、
そ
し
て
そ
れ
が
い
く
ら
か
で
も
妻
に
通
う
こ

と
を
願
っ
て
書
い
た
そ
れ
ら
の
作
品
が
、
果
た
し
て
何
ら
か
の
表
現
を
な
し
得
た
か
ど
う
か
。

　

そ
の
後
、
本
来
の
目
的
は
維
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
範
囲
は
広
が
り
つ
つ
あ
る
。「
病
妻
も
の
」
と
一
言
で
言
っ
て
も
、
作
品
の
間
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に
は
表
現
方
法
の
違
い
が
少
な
く
な
い
し
、
小
説
の
方
向
性
も
異
な
っ
て
い
る
。

　

初
期
の
「
死
の
棘
」
の
構
成
に
つ
い
て
は
島
尾
の
意
図
を
解
読
す
る
た
め
に
、
最
近
公
開
さ
れ
た
資
料
、「
島
尾
敏
雄
手
帳
」
を
参
考

に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
手
帳
は
昭
和
34
年
か
ら
昭
和
36
年
ま
で
書
か
れ
、
小
説
の
ス
ケ
ッ
チ
、
日
記
の
メ
モ
、
手
紙
の
下
書
き

な
ど
い
ろ
い
ろ
な
興
味
深
い
書
き
込
み
を
含
ん
で
い
る
。

　

例
え
ば
、
島
尾
は
1
9
6
0
年
4
月
10
日
付
け
の
、『
群
像
』
編
集
長
の
徳
島
高
義
宛
て
の
手
紙
の
中
で
「
死
の
棘
」
の
第
一
章
「
離

脱
」
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
前
の
作
品
「
家
の
中
」
と
「
家
の
外
」
の
間
に
挿
入
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
同
年
他
の
手
紙
で
『
死
の
棘
』
を
、

1
9
5
0
年
代
に
完
成
し
た
「
治
療
」
と
「
眠
り
な
き
睡
眠
」
と
い
う
「
病
院
記
」

の
プ
レ
リ
ュ
ー
ド
に
す
る
希
望
を
示
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
統
合
的
な
志
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
島

尾
が
自
分
の
作
品
を
い
く
つ
か
組
み
合
わ
せ
て
み
て
、
前
の
作
品
と
当
時
書
い
て
い

る
「
死
の
棘
」
を
ま
と
め
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
手
帳
で
は
小

説
構
成
の
ス
ケ
ッ
チ
と
し
て
「
他
の
所
に
」
と
い
う
表
現
も
何
度
も
現
れ
る
。

　

そ
れ
は
「
家
庭
の
う
ち
か
ら
家
庭
の
外
へ
、
東
京
か
ら
新
し
い
環
境
へ
の
移
り
」

と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
島
尾
は
そ
の
作

品
の
組
み
合
わ
せ
を
諦
め
、「
死
の
棘
」
を
独
立
し
た
物
語
り
と
し
て
作
る
こ
と
に
す

る
。
た
だ
「
死
の
棘
」
の
方
向
に
つ
い
て
の
疑
問
は
後
々
ま
で
続
き
、
第
四
章
「
日

は
日
に
」
の
構
成
の
分
析
を
通
し
て
そ
れ
を
指
摘
し
た
い
。

「島尾敏雄手帳」昭和34～36年
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二　

第
四
章
「
日
は
日
に
」
の
草
稿

　

島
尾
は
『
死
の
棘
』
第
四
章
「
日
は
日
に
」
を
1
9
6
0
年
・
11
月
か
ら
1
9
6
1
年
・
1
月
下
旬
ま
で
執
筆
す
る
。
完
成
し
た
「
日

は
日
に
」
で
は
1
9
5
5
年
の
正
月
の
あ
た
り
に
起
き
る
事
実
が
語
ら
れ
て
い
る
。
完
成
原
稿
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

　
「
私
」
は
仕
事
部
屋
で
電
気
ス
タ
ン
ド
の
コ
ー
ド
を
首
に
巻
い
て
絞
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
仕
事
部
屋
の
ド
ア
の
穴
か
ら
そ
れ
を
覗
い

て
い
た
長
男
の
伸
一
は
妻
の
ミ
ホ
に
声
を
か
け
る
と
、
ミ
ホ
は
部
屋
に
入
り
、
私
を
止
め
さ
せ
る
。

　

正
月
が
近
付
い
た
あ
る
日
、
妻
が
前
夜
に
見
た
夢
の
話
を
す
る
。
故
郷
の
島
に
帰
る
と
、
死
ん
だ
は
ず
の
両
親
が
、
た
く
さ
ん
の
人

た
ち
と
一
緒
に
大
き
な
穴
の
中
に
い
る
。
妻
は
驚
い
て
助
け
出
そ
う
と
す
る
と
、
母
に
制
止
さ
れ
、
疎
開
小
屋
へ
行
く
よ
う
に
言
わ
れ

る
。
年
老
い
た
父
を
疎
開
小
屋
に
追
い
や
っ
て
い
た
の
だ
。

　

夢
の
話
は
続
く
。
妻
が
疎
開
小
屋
へ
行
く
と
、
下
半
身
が
腐
っ
て
き
た
。
そ
こ
に
「
あ
い
つ
」（
※
私
の
愛
人
）
が
や
っ
て
き
て
、
赤

ん
坊
を
土
間
に
た
た
き
つ
け
た
。
妻
は
そ
こ
ま
で
話
す
と
、
私
の
顔
を
じ
っ
と
覗
き
込
ん
で
「
あ
な
た
の
子
で
し
ょ
う
、
そ
れ
」
と
つ

ぶ
や
い
た
。
私
は
打
ち
ひ
し
が
れ
て
聞
き
な
が
ら
、
返
事
で
き
な
い
。

　

大
晦
日
か
ら
、
怪
し
い
電
報
や
紙
片
が
次
々
家
庭
の
郵
便
受
け
に
入
っ
て
い
る
。
ミ
ホ
に
よ
る
と
「
あ
い
つ
」
が
打
っ
て
く
る
と
言

う
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
は
、
私
と
ミ
ホ
に
対
す
る
侮
辱
や
脅
威
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。
断
片
の
投
げ
込
み
は
続
き
、
妻
が
発
作
し
て
「
あ

い
つ
が
や
っ
て
く
る
」
と
お
び
え
る
と
、
私
は
両
親
の
故
郷
で
あ
る
福
島
県
の
相
馬
に
一
家
で
行
く
こ
と
に
し
た
。
車
内
で
、
ミ
ホ
は

私
に
「
情
熱
と
愛
情
と
サ
ー
ビ
ス
」
の
誓
書
を
書
か
せ
る
。

　

こ
の
章
に
お
い
て
二
つ
の
要
素
が
多
く
の
批
評
家
の
注
意
を
引
い
た
。
一
つ
は
冒
頭
に
語
ら
れ
る
ミ
ホ
の
「
島
に
帰
っ
て
来
た
」
と

い
う
夢
で
あ
り
、
特
に
吉
本
隆
明
や
梯
久
美
子
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
語
り
手
の
愛
人
で
あ
る
「
あ
い
つ
」
が
送
っ
た
と

さ
れ
た
脅
迫
文
の
モ
チ
ー
フ
も
様
々
な
理
論
・
解
読
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
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し
か
し
、
そ
の
完
成
章
の
要
素
に
至
る
ま
で
に
、
前
の
草
稿
を
考
察
し
た
い
。
鹿
児
島
近
代
文
学
館
に
所
蔵
さ
れ
た
第
四
章
「
日
は

日
に
」
の
草
稿
は
合
わ
せ
て
7
点
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題
名
も
内
容
も
か
な
り
違
う
。
そ
の
中
、
短
い
断
片
も
あ
り
、
例
え
ば
、
草

稿
1
が
「
私
ら
の
時
」
と
題
さ
れ
、
3
枚
し
か
な
い
。
そ
こ
で
、
最
も
長
い
断
片
の
草
稿
2
と
草
稿
4
に
注
目
し
た
い
。

（
1
）　

草
稿
2
「
日
は
夜
に
」
に
つ
い
て

　

草
稿
2
は
26
枚
で
、「
日
は
夜
に
」
と
題
さ
れ
る
（
最
初
の
題
は
「
夜
は
日
に
」
で
あ
っ
た
が
、
島
尾
が
そ
れ
を
引
い
て
「
日
は
夜

に
」
と
い
う
逆
の
タ
イ
ト
ル
に
代
え
た
）。
そ
の
26
枚
の
内
容
は
「
私
」
の
息
子
で
あ
る
伸
一
を
中
心
し
て
い
る
。
伸
一
が
病
気
に
な

り
、「
私
」
が
彼
を
介
護
す
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
草
稿
に
は
伸
一
の
病
気
が
悪
化
し
、
熱
の
た
め
う
わ
言
を
言
っ
て
い
る
と
い
う
一
節

が
あ
る
。
語
り
手
は
そ
れ
を
聞
き
な
が
ら
、「
も
し
伸
一
が
癒
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
そ
れ
は
私
が
殺
し
た
こ
と
と
か
わ
り
が
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
ん
な
に
お
そ
ろ
し
い
に
ん
げ
ん
で
あ
り
う
る
の
か
」
と
、
自
分
の
過
去
を
苦
し
く
反
省
す
る
。
そ
し
て
「
前
に
書

い
た
」
作
品
か
ら
の
引
用
を
読
み
返
す
。

【
資
料
③
】
島
尾
敏
雄
「
日
は
日
に
」
草
稿

　「
日
は
夜
に
」
二
二
・
二
三
頁
（
鹿
児
島
近
代
文
学
館

　
所
蔵
）

　
「
私
は
前
に
書
い
た
短
編
の
「
漂
流
物
」
を
よ
み
か
え
し
た
。
そ
れ
に
は
「
ぼ
く
が
不
在
の
間
に
、
重
大
な
こ
と
、
う
ま
く
言
い

つ
く
せ
な
い
が
、
つ
ま
り
決
定
的
な
変
革
が
（
は
っ
き
り
ぼ
く
に
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
起
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

ぼ
く
は
家
を
あ
け
て
い
て
い
い
の
か
。」
と
書
い
て
あ
っ
た
。
伸
一
が
ジ
ャ
ッ
チ
ャ
ン
ゴ
ン
コ
ン
と
夢
の
中
で
電
車
に
乗
っ
て
い
る

よ
う
に
、
私
は
、
イ
ケ
ナ
イ
、
イ
ケ
ナ
イ
と
、
目
ま
い
の
す
る
波
に
も
ま
れ
て
い
た
。
で
も
私
は
乗
り
切
ろ
う
と
意
志
し
て
い
る
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の
だ
と
、
自
分
に
言
い
き
か
せ
る
。
私
は
流
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
は
じ
め
て
自
分
で
泳
ご
う
と
心
を
き
め
て
、
そ
う
や
っ

て
い
る
。
今
は
三
角
波
の
ま
っ
た
だ
中
だ
。」

　

こ
の
引
用
を
も
と
に
、
物
語
を
体
験
の
中
に
簡
単
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。「『
死
の
棘
』
日
記
」
の
1
9
5
4
年
11
月
15
日

を
見
る
と
、
似
た
内
容
が
あ
る
の
で
あ
る
。

【
資
料
④
】
島
尾
敏
雄
「『
死
の
棘
』
日
記
」
六
一
頁
（
新
潮
文
庫
）

11
時
30
分
、
伸
三
が
痛
い
痛
い
と
寝
言
で
い
う
ぼ
く
も
後
頭
部
が
じ
ん
じ
ん
す
る
（
中
略
）
伸
三
よ
直
っ
て
ほ
し
い
我
が
子
な
が

ら
美
し
く
立
派
に
成
長
し
た
と
思
っ
た
こ
の
頃
（
じ
ゃ
っ
ち
ゃ
ん
、
ご
っ
こ
ん
、
遠
い
所
を
電
車
が
…
…
も
う
終
わ
り
で
し
ゅ
。

（
伸
三
の
寝
言
、
11
時
50
分
？
））「
川
流
れ
」
の
読
返
し
、
い
け
な
い
、
い
け
な
い
と
い
う
声
が
き
こ
え
て
く
る
。
い
や
既
に
お
れ

は
ぬ
け
出
て
い
る
、
今
泳
ぎ
切
ろ
う
と
し
て
い
る
今
は
三
角
波
だ
。（
1
9
5
4
年
11
月
15
日
）

　
「
日
は
夜
に
」
に
は
「
漂
流
物
」
と
い
う
架
空
の
作
品
が
出
て
来
る
。
日
記
を
見
れ
ば
そ
れ
が
実
際
に
「
川
流
れ
」
と
い
う
小
説
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。「
川
流
れ
」
は
島
尾
の
元
の
作
品
で
あ
る
が
、
題
名
は
変
化
し
て
い
る
。『
死
の
棘
』
で
は
そ
う
い
っ
た
題
名
の
変

化
が
頻
繁
に
現
れ
る
。
多
く
の
場
合
、
そ
の
変
化
に
よ
っ
て
『
死
の
棘
』
の
体
験
の
過
去
の
意
味
を
修
正
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
な
効

果
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。「
川
流
れ
」
が
「
漂
流
物
」
に
な
る
の
は
も
っ
と
圧
倒
的
な
意
味
を
持
ち
、
今
流
れ
に
逆
ら
う
必
要
性

を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
番
目
の
草
稿
で
は
「
私
」
が
自
分
の
「
漂
流
」
を
止
め
、
積
極
的
に
家
庭
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に
定
着
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
話
の
表
現
を
読
み
と
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
面
白
い
の
は
物
語
の
焦
点
が
主
人
公
の
ミ
ホ
だ
け
で
は
な
く
、
息
子
に
あ
る
点
で
あ
る
。
対
象
が
そ
の
よ
う
に
し
て

「
家
族
」
全
体
に
少
し
広
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
結
局
、「
日
は
夜
に
」
は
そ
の
一
節
の
何
枚
か
の
後
に
、
何
の
結
末
も
見
ら

れ
ず
未
完
成
に
な
る
。

（
2
）　

草
稿
4
「
次
の
日
は
次
の
日
に
」
に
つ
い
て

　

島
尾
は
第
四
章
の
作
成
が
一
ヶ
月
ぐ
ら
い
中
断
さ
れ
た
後
、
1
9
6
0
年
12
月
中
旬
新
し
い
草
稿
を
書
き
は
じ
め
る
。
草
稿
3
は
7

枚
し
か
な
い
が
、
草
稿
4
は
46
枚
で
、「
次
の
日

は
次
の
日
に
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。「
次
の

日
は
次
の
日
に
」
は
伸
一
の
病
気
や
父
親
の
介

護
な
ど
の
「
日
は
夜
に
」
で
描
か
れ
た
要
素
を

繰
り
返
し
て
い
る
が
、「
日
は
夜
に
」
と
違
っ

て
、「
私
」
の
息
子
は
早
く
回
復
し
、
物
語
は
次

の
日
常
の
出
来
事
へ
移
っ
て
い
く
。
こ
の
四
番

目
の
草
稿
の
素
材
は
日
記
を
見
れ
ば
1
9
5
4

年
11
月
に
当
た
る
。「
手
帳
」
で
は
島
尾
が
11
月

の
出
来
事
を
囲
ん
で
選
択
し
、
そ
れ
ら
「
次
の

日
は
次
の
日
に
」
の
素
材
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
が

「次の日は次の日に」冒頭

「島尾敏雄手帳」1954年11月の日記のメモ
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見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
テ
ク
ス
ト
は
「
日
記
」
風
の
雰
囲
気
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。
主
題
が
あ
ま
り
見
え
な
い
ほ
ど
出
来
事
が

次
々
と
語
ら
れ
る
。
結
局
、
そ
「
日
記
風
」
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
放
棄
さ
れ
、
こ
の
草
稿
は
46
枚
の
ま
ま
未
完
成
に
な
っ
て
い
る
。

三　
「
日
は
日
に
」
の
完
成
性
と
未
完
成
性

　

草
稿
5
か
ら
島
尾
は
完
成
さ
れ
た
「
日
は
日
に
」
の
要
素
を
挿
入
し
て
い
る
。
そ

の
要
素
は
体
験
の
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
か
ら
位
置
付
け
れ
ば
1
9
5
4
年
12
月
〜
翌
年
1

月
に
起
き
た
出
来
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
島
尾
は
つ
い
に
1
9
5
4
年
11
月
の
素
材
を

無
視
し
て
い
る
。
そ
こ
ま
で
、『
死
の
棘
』
の
初
期
の
章
、
つ
ま
り
「
離
脱
」「
死
の

棘
」「
崖
の
ふ
ち
」
は
み
な
中
断
無
し
に
体
験
を
描
い
て
き
て
い
る
の
だ
が
、「
日
は

日
に
」
は
1
ヶ
月
ぐ
ら
い
の
切
断
を
生
む
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
と
、
前
の
草
稿
と
違
っ
て
、
主
人
公
の
ミ
ホ
が
再
び
小
説
の
焦
点
に
な
る
。

そ
の
焦
点
化
に
は
章
の
冒
頭
で
ミ
ホ
に
語
ら
れ
た
夢
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
草

稿
で
は
島
尾
が
そ
の
夢
の
話
を
何
回
も
書
き
直
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

【
資
料
⑤
】『
死
の
棘
』「
日
は
日
に
」
一
五
〇
頁
（
新
潮
文
庫
）

　

妻
は
毎
晩
悪
い
夢
を
見
て
、
朝
目
が
さ
め
る
と
、
お
ぼ
え
て
い
る
だ
け
の
夢
の
筋
道
を
私
に
き
か
せ
る
た
め
に
か
た
り
だ
す
。
私
は

反
射
的
に
「
し
め
木
に
か
け
ら
れ
る
！
」
と
思
っ
て
し
ま
い
、
大
声
で
叫
び
だ
す
き
わ
ど
い
と
こ
ろ
で
、
や
っ
と
、
お
さ
え
て
い
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「日は日」草稿5
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「
ゆ
う
べ
、
あ
た
し
、
島
に
帰
っ
て
き
た
わ
よ
。
空
は
青
く
青
く
す
ん
で
い
る
の
に
、
あ
た
し
は
こ
ん
な
か
ら
だ
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
、
家
に
は
ど
う
し
て
も
は
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
の
」

　

そ
の
夢
の
話
の
直
前
に
語
り
手
は
「
毎
晩
」
ミ
ホ
が
見
て
い
る
夢
に
つ
い
て
話
す
が
、
ミ
ホ
が
夢
を
語
り
始
め
た
ら
、
夢
を
不
確
定

的
に
「
ゆ
う
べ
」
に
位
置
付
け
る
。「
毎
晩
」
か
ら
不
確
定
な
「
ゆ
う
べ
」
へ
の
時
間
的
な
移
動
を
し
、
夢
が
連
続
す
る
日
常
的
な
出
来

事
の
間
に
挟
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
小
説
全
体
の
語
に
関
わ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
ミ
ホ
は
夢
の
出
来
事
を
語
り
な
が
ら
、「
み
ん
な
天
罰
で
す
。
み
ん
な
あ
た
し
が
じ
ぶ
ん
で
し
た
こ
と
の
む
く
い
で
す
。」
と
、

夢
に
お
け
る
自
分
の
戦
時
の
行
為
と
運
命
と
の
つ
な
が
り
を
表
現
す
る
。
そ
し
て
、
夢
で
「
あ
い
つ
」
が
島
ま
で
に
き
た
こ
と
を
怒
っ

た
り
、「
あ
い
つ
」
が
土
間
に
た
た
き
つ
け
る
赤
ん
坊
に
つ
い
て
ト
シ
オ
に
尋
ね
た
り
す
る
こ
と
で
、
ま
る
で
現
実
の
出
来
事
を
見
た
よ

う
に
夢
を
語
る
。
つ
ま
り
、
ミ
ホ
に
と
っ
て
そ
の
夢
の
内
容
は
小
説
で
描
か
れ
た
現
実
の
論
証
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

ミ
ホ
の
夢
は
「『
死
の
棘
』
日
記
」
の
1
9
5
4
年
12
月
27
日
に
語
ら
れ
る
。
梯
久
美
子②
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
実
際
そ
の
夢
の
内
容

の
中
で
『
死
の
棘
』
体
験
の
過
去
の
背
景
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ミ
ホ
の
両
親
と
島
人
と
一
緒
に
い
る
「
穴
」
は
戦
争
中
島
尾

隊
長
が
奄
美
大
島
の
加
計
呂
麻
島
の
住
民
に
掘
ら
せ
た
「
集
団
自
決
壕
」
を
象
徴
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
ミ
ホ
が
両
親
に
行

か
さ
れ
る
「
疎
開
小
屋
」、
ミ
ホ
の
「
腐
っ
て
き
た
下
半
身
」、「
あ
い
つ
」
に
た
た
き
つ
け
ら
れ
た
「
赤
ん
坊
」
な
ど
の
夢
の
要
素
は
み

な
島
尾
の
過
去
の
出
来
事
を
暗
示
し
な
が
ら
、
小
説
の
ト
シ
オ
の
罪
、
そ
し
て
因
果
応
報
を
強
調
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
語
り
に
お
い
て
、
そ
の
事
実
は
全
く
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
語
り
手
は
ミ
ホ
の
話
を
黙
っ
て
聞
い
て
、
何
の
説
明
を
せ
ず

「
返
事
で
き
な
い
」。「
返
事
で
き
な
い
」
の
は
自
分
自
身
が
返
事
す
る
権
利
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ト
シ
オ
は

ミ
ホ
が
「
神
託
」
か
「
ユ
タ
」
に
な
っ
た
よ
う
に
そ
の
夢
の
話
を
運
命
の
「
確
信
」
と
し
て
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
吉
本
隆

明③
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
夢
が
『
古
事
記
』
の
イ
ザ
ナ
ギ
が
黄
泉
の
国
で
変
わ
り
果
て
た
姿
に
な
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
に
会
う
と
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い
う
話
と
類
似
点
が
あ
り
、
そ
れ
も
語
り
手
に
圧
倒
的
に
衝
撃
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
。

【
資
料
⑥
】『
死
の
棘
』「
日
は
日
に
」
一
五
二
・
一
五
三

「
よ
ご
れ
は
も
し
か
し
た
ら
つ
ぐ
な
わ
れ
て
も
、
自
分
の
生
に
つ
き
ま
と
う
ら
し
い
、
未
遂
の
、
足
り
な
さ
は
、
の
ぞ
く
こ
と
が
で

き
な
い
。
妻
に
責
め
ら
れ
て
装
い
を
ひ
と
つ
ず
つ
は
ぎ
取
っ
た
あ
と
で
、
彼
女
に
対
抗
で
き
る
の
は
、
そ
れ
の
充
足
し
か
な
い
よ

う
な
場
所
に
落
ち
こ
ん
で
、
は
い
あ
が
れ
な
い
。
充
足
は
手
の
と
ど
か
ぬ
ほ
ど
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
か
ら
先
は
、
死
の
お

と
ず
れ
ま
で
妻
に
満
た
さ
れ
ぬ
い
ら
だ
ち
と
対
面
し
て
い
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
だ
ろ
う
。
そ
の
な
か
に
い
る
と
き
は
、
陶
酔
の
確

か
め
に
お
ぼ
れ
て
い
た
行
為
も
、
そ
の
と
き
の
報
い
の
淵
に
気
づ
か
ず
に
い
た
お
そ
ろ
し
い
事
実
に
目
ざ
め
た
今
で
は
取
り
も
ど

し
よ
う
の
な
い
過
失
の
顔
つ
き
に
似
て
く
る
。」

　

要
す
る
に
、
ミ
ホ
の
「
島
へ
の
帰
り
」
と
い
う
夢
の
前
景
化
を
通
し
て
、
小
説
の
時
間
性
が
「
日
常
」
の
時
間
か
ら
「
神
話
」、
ま
た

は
「
運
命
」
の
時
間
へ
突
然
移
行
し
た
と
言
え
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
一
見
「
日
は
日
に
」
の
タ
イ
ト
ル
は
逆
説
的
に
見
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、「
日
は
日
に
」
の
タ
イ
ト
ル
の
意
味
は
日
常
の
連
続
性
だ
け
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
実

際
、
石
井
洋
詩
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
聖
書
の
「
詩
編
」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る④
。
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【
資
料
⑦
】
旧
約
聖
書
「
詩
編
」
19
：
2
・
5
（
典
礼
聖
歌
1
4
7
番
）（
典
礼
聖
歌
編
集
部
）

「
天
は
神
の
栄
光
を
語
り

大
空
は
み
手
の
わ
ざ
を
告
げ
る

日
は
日
に
言
葉
を
語
り
継
ぎ

夜
は
夜
に
知
識
を
伝
え
る
」

　
『
死
の
棘
』
の
中
、「
日
は
日
に
語
り
継
い
で
い
る
」
の
は
ミ
ホ
の
言
葉
な
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
日
常
の
切
断
に
関
わ

ら
ず
、
絶
え
ず
真
実
を
欲
求
し
た
り
、
確
立
し
た
り
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、「
私
ら
の
時
」、「
夜
は
日
に
」、「
日
は
夜
に
」、

「
次
の
日
は
次
の
日
に
」
な
ど
の
章
題
を
何
回
も
修
正
し
た
あ
げ
く
、
島
尾
は
超
越
さ
れ
た
日
常
の
物
語
を
神
の
言
葉
を
使
い
表
現
し
た

の
だ
。
日
常
の
夢
的
な
、
非
理
性
的
な
要
素
を
重
視
す
る
の
も
同
じ
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
確
か
に
島

尾
の
代
表
的
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
言
え
る
。

（
1
）　
「
夢
」
へ
の
過
程
と
「
島
」
へ
の
過
程

　

島
尾
は
昭
和
35
年
12
月
30
日
に
大
文
字
で
手
帳
に
「
一
日
一
日
の
夢
」、「
ひ
と
つ
に
二
つ
の
夢
を
」、「im

agenation

」
と
い
う
言
葉

を
書
き
記
し
て
い
る
。
こ
の
12
月
30
日
は
島
尾
が
ミ
ホ
の
夢
を
挿
入
し
た
草
稿
を
書
き
始
め
る
時
点
に
だ
い
た
い
相
当
す
る
。
つ
ま
り
、

「
日
は
日
に
」
の
作
成
過
程
は
「
夢
」
へ
の
過
程
と
し
て
解
読
で
き
る
。
夢
が
物
語
の
解
決
と
し
て
現
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
も
島
尾
の

文
学
の
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
方
法
だ
。
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「
日
は
日
に
」
の
作
成
は
「
夢
へ
」
の
過
程
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
ミ
ホ
の
夢
の

内
容
を
考
慮
す
れ
ば
「
島
へ
」
の
過
程
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
と
こ

ろ
で
島
尾
は
「
日
は
日
に
」
の
半
年
間
後
『
島
へ
』
と
い
う
夢
的
な
作
品
も
書
い
た
。

島
尾
に
と
っ
て
本
来
「
日
は
日
に
」
と
『
島
へ
』
と
の
間
に
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
こ

と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

【
資
料
⑧
】
島
尾
敏
雄
「『
島
へ
』
後
書
き
」
一
九
六
二
年
五
月

　
「
私
の
つ
も
り
で
は
、「
帰
魂
譚
」
や
「
島
へ
」
の
、
夢
だ
か
う
つ
つ
だ
か
見
定
め

の
つ
か
ぬ
世
界
を
出
入
し
て
い
る
か
た
ち
の
、
も
っ
と
充
実
し
た
も
の
の
方
に
、
小

説
の
総
合
的
な
可
能
性
を
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
「
日
は
日
に
」
と
「
マ

ヤ
と
一
緒
に
」
は
「
帰
魂
譚
」
や
「
島
へ
」
の
一
部
を
拡
大
し
た
も
の
と
言
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
総
合
的
な
可
能
性
を
含
ん
だ
小
説
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
は
じ
め
て
、
そ
の
意
味
を
示
し
は
じ
め
る
よ
う
な

気
が
し
ま
す
。（
中
略
）
も
っ
と
も
、「
日
は
日
に
」
の
方
は
、
ふ
た
り
の
人
間
の
初
歩
的
な
か
か
わ
り
あ
い
で
あ
る
夫
婦
の
あ
い
だ
の

交
通
の
記
録
と
し
て
の
「
死
の
棘
」
の
あ
と
さ
き
の
小
説
の
ひ
と
つ
と
し
て
書
き
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
あ
と
同
じ
ほ
ど
の
分
量
の
短
編

が
三
つ
四
つ
書
き
足
さ
な
け
れ
ば
、
も
の
が
た
り
と
し
て
も
大
団
円
に
た
ど
り
つ
け
な
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
い
つ
書
け
る
か
自
分

で
も
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
こ
こ
に
収
め
た
四
篇
を
や
っ
と
書
き
終
わ
っ
た
ば
か
り
の
と
こ
ろ
だ
と
言
っ
て
い
い
よ
う
で
す
。」

　
「『
島
へ
』
の
後
書
き
」
で
、
島
尾
は
そ
の
二
つ
の
作
品
と
合
わ
せ
て
、『
帰
魂
譚
』
と
『
マ
ヤ
と
一
緒
に
』
と
い
う
他
の
小
説
を
4
つ

「島尾敏雄手帳」、昭和35年12月28日
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集
め
、
総
合
的
な
小
説
を
作
ろ
う
と
し
た
と
説
明
す
る
。
島
尾
の
目
的
が
「
夢
」
と
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
か
た
ち
を
組
み
合
わ
せ
て
、

東
京
か
ら
、
島
へ
の
移
動
を
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
島
尾
は
作
品
を
四
つ
完
成
さ
せ
た
の
に
「
力
及
ば
ず
」

と
言
い
、
そ
れ
ら
を
「
総
合
的
な
も
の
」
に
す
る
こ
と
に
も
成
功
し
な
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
代
り
に
、「
日
は
日
に
」
の
後
、

つ
ま
り
『
死
の
棘
』
の
続
き
を
優
先
さ
せ
た
。

（
2
）　
『
死
の
棘
』
第
五
章
「
流
棄
」
の
日
常
へ
の
帰
り

　
『
死
の
棘
』
第
五
章
「
流
棄
」
は
家
族
が
東
北
に
避
難
す
る
話
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
ト
シ
オ
と
ミ
ホ
は
自
殺
未
遂
を
し
、

そ
の
後
家
族
は
何
の
解
決
に
も
た
ど
り
つ
か
ず
東
京
に
帰
っ
て
し
ま
う
。「
日
は
日
に
」
の
過
程
が
「
他
の
所
」
へ
の
出
発
の
約
束
を
表

現
し
て
い
た
と
す
る
と
、
一
方
「
流
棄
」
は
反
対
の
方
向
、
日
常
へ
の
帰
り
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
死
の
棘
』
の
分
疑

点
と
捉
え
ら
れ
る
1
9
6
1
年
〜
6
3
年
の
時
期
で
は
島
尾
が
「
東
京
」
と
「
奄
美
」
か
「
東
北
」
と
の
間
、
そ
し
て
家
庭
の
小
説
と

島
の
小
説
の
間
の
「
往
復
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
決
定
的
な
目
的
地
に
至
ら
な
い
。『
死
の
棘
』
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
未
完

成
の
出
発
」
が
相
次
ぎ
、
小
説
の
意
味
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

島
尾
の
草
稿
や
自
筆
資
料
な
ど
を
分
析
す
れ
ば
、『
死
の
棘
』
の
初
期
か
ら
、
特
に
「
日
は
日
に
」
で
、
小
説
の
構
成
に
つ
い
て
の
疑

問
が
相
次
ぐ
こ
と
が
わ
か
る
。
島
尾
は
家
庭
か
ら
「
他
の
所
に
」
へ
の
方
向
転
換
を
何
回
も
行
っ
て
み
る
が
、
そ
の
試
み
は
放
棄
さ
れ

る
。
し
か
し
、
第
5
章
「
流
棄
」
以
降
、
構
成
に
つ
い
て
の
疑
問
は
消
え
て
い
く
。
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
「
未
完
成
の
出
発
」

と
い
う
構
成
が
小
説
の
構
成
そ
の
も
の
に
な
る
。
循
環
的
な
物
語
性
を
通
し
て
意
味
を
表
す
の
が
島
尾
の
「
総
合
的
な
」
方
法
に
な
る
。
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本
発
表
は
「
日
は
日
に
」
の
作
成
過
程
の
要
点
に
触
れ
て
い
た
が
、
他
に
も
興
味
深
い
点
が
残
る
。
特
に
、「
あ
い
つ
」
が
送
っ
た
と

さ
れ
る
「
脅
迫
文
」
の
モ
チ
ー
フ
は
章
の
後
半
に
現
れ
、
批
評
家
に
よ
っ
て
よ
く
論
じ
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
脅
迫
文
の
送
り
手
や
目
的

に
つ
い
て
色
々
な
疑
問
や
理
論
が
あ
る
の
だ
が
、
草
稿
を
分
析
し
て
そ
れ
を
解
明
で
き
る
だ
け
で
は
な
く
、
島
尾
の
方
法
も
よ
り
一
層

理
解
で
き
る
。『
死
の
棘
』
は
今
ま
で
研
究
が
少
な
く
な
い
が
、
最
近
公
開
さ
れ
た
資
料
を
読
む
こ
と
で
、
ま
だ
発
掘
さ
れ
て
い
な
い
財

宝
の
よ
う
な
小
説
と
感
じ
ら
れ
る
。

【
注
】

① 

石
井
氏
は
「『
死
の
棘
』
各
章
ご
と
の
綿
密
な
分
析
、
十
二
章
間
の
関
係
や
構
造
の
解
明
な
ど
、
小
説
の
展
開
に
即
し
た
丁
寧
な
読
み
解
き
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。」
と
述
べ
る
。（
石
井
洋
詩
「「
死
の
棘
」
考
」
群
系
・
二
〇
一
五
）

② 

梯
氏
は
「
疎
開
小
屋
で
下
半
身
が
腐
っ
て
き
た
と
い
う
夢
の
中
の
状
況
は
、
島
尾
と
の
性
的
な
結
び
つ
き
の
た
め
に
地
血
を
疎
開
小
屋
に
追
い
や
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

さ
ら
に
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
島
尾
が
梅
毒
を
わ
ず
ら
っ
て
お
り
、
ミ
ホ
が
島
で
そ
れ
を
う
つ
さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
事
実
で
あ
る
。」
な
ど
を
説
明
し
、

「
読
者
の
理
解
を
前
提
と
せ
ず
、
事
実
の
断
片
を
そ
の
ま
ま
小
説
の
中
に
埋
め
込
む
こ
と
を
島
尾
は
し
ば
し
ば
行
っ
て
い
る
。」
と
も
述
べ
る
。（
梯
久
美
子
「
狂
う
ひ
と
」（
新
潮

社
・
二
〇
一
六
）・
一
八
五
〜
一
八
九
頁
）

③ 

吉
本
隆
明
「
全
集
作
品
集
第
九
巻
・
作
家
論
三
・
島
尾
敏
雄
」
勁
草
書
房
、
一
九
七
五
、
一
五
二
〜
一
五
五
頁

④ 

石
井
、「「
死
の
棘
」
考
」（
前
出
、
一
六
〇
頁
）

＊
討
論
要
旨

　

司
会
の
野
網
摩
利
子
氏
は
、
日
常
の
時
間
か
ら
神
話
的
・
運
命
的
な
時
間
へ
の
移
行
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
質
問
し
た
。
発
表
者
は
、『
死

の
棘
』
の
初
期
の
章
で
は
日
常
は
連
続
的
に
書
か
れ
て
い
た
が
、
第
四
章
の
ミ
ホ
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
夢
か
ら
そ
れ
が
変
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
延
べ
、
そ
の
夢
は
、
神

話
と
運
命
の
要
素
を
多
く
含
ん
で
お
り
、
そ
う
し
た
神
話
枠
の
夢
を
使
う
こ
と
で
時
間
性
の
移
行
も
表
現
し
た
か
っ
た
と
解
釈
出
来
る
、
と
回
答
し
た
。
野
網
氏
は
、
循
環
的
構
造
と

い
う
指
摘
と
も
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
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