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１
、
は
じ
め
に

川
上
未
映
子
『
乳
と
卵
』（
「
文
学
界
」
二
〇
〇
七
年
一
二
月
号
）
は
、
第
一

三
八
回
芥
川
賞
受
賞
作
品
で
あ
り
、
既
に
歌
手
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
て
い

た
作
者
の
知
名
度
も
相
俟
っ
て
当
時
話
題
と
な
っ
た

。『
乳
と
卵
』
は
大

(1)

阪
の
京
橋
で
ホ
ス
テ
ス
を
し
て
生
計
を
立
て
る
巻
子
（
三
九
歳
）
と
緑
子
（
一

一
、
二
歳
）
母
子
が
上
京
し
、
巻
子
の
妹
「
わ
た
し
」
の
台
東
区
三
ノ
輪

の
ア
パ
ー
ト
で
二
泊
三
日
を
過
ご
す
物
語
で
あ
る
。
地
の
文
は
「
わ
た
し
」

に
よ
っ
て
語
ら
れ
、
そ
こ
に
度
々
緑
子
の
独
白
で
あ
る
「
ノ
ー
ト
」
が
挿

入
さ
れ
る
が
、
語
り
口
は
全
編
に
渡
っ
て
関
西
弁
で
あ
る
。

タ
イ
ト
ル
『
乳
と
卵
』
の
大
枠
の
解
釈
と
し
て
は
母
子
の
上
京
目
的
で

あ
る
巻
子
の
豊
胸
手
術
（
乳
）
と
、
初
経
を
目
前
に
控
え
た
緑
子
（
卵
）
を

端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
巻
子
、
緑
子
に

加
え
「
わ
た
し
」
の
名
前
に
「
夏
」
の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、

台
東
区
（
旧
下
谷
区
）
と
い
う
舞
台
設
定
か
ら
も
本
作
が
樋
口
一
葉
『
た
け

く
ら
べ
』
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る

。
リ
ン
ク
す
る

(2)

川
上
未
映
子
『
乳
と
卵
』
の
教
材

と
し
て
の
可
能
性

―
解
釈
を
め
ぐ
る
演
習
の
授
業
実
践
報
告

―

岩

下

祥

子

IW
A
S
H
IT

A
S

h
o

k
o

の
は
構
成
の
仕
掛
け
の
み
で
は
な
い
。
物
語
終
盤
、
緑
子
が
吐
き
出
す

「
厭
、
厭
、
お
お
き
な
る
ん
は
厭
な
こ
と
や
」
に
は
無
論
『
た
け
く
ら
べ
』

美
登
利
の
「
ゑ
ゑ
、
厭
や
厭
や
大
人
に
成
る
は
厭
や
な
事
」
が
重
ね
ら
れ

て
お
り
、
女
性
が
大
人
と
な
り
生
き
て
い
く
こ
と
の
名
状
し
が
た
い
苦
し

み
を
現
代
に
場
面
を
移
し
て
彷
彿
さ
せ
る
。
名
作
と
の
関
連
か
ら
文
学
史

へ
の
招
致
の
点
で
、
ま
た
成
長
期
の
少
女
の
心
理
描
写
は
学
生
に
多
く
共

感
さ
れ
る
と
も
推
察
さ
れ
、
教
材
と
し
て
魅
力
の
多
い
作
品
で
あ
る
。
一

方
で
、
生
理
用
ナ
プ
キ
ン
や
経
血
の
描
写
、
豊
胸
手
術
を
求
め
る
巻
子
の

視
点
か
ら
女
性
の
乳
房
・
乳
頭
の
色
形
を
品
評
す
る
よ
う
な
場
面
も
あ

り
、
女
性
の
身
体
の
特
性
と
そ
の
個
性
が
堂
々
と
描
か
れ
た
面
に
興
味
が

集
中
し
た
り
、
ま
た
は
表
現
の
意
義
を
考
え
る
以
前
に
学
生
が
引
い
た
り

し
な
い
よ
う
、
作
品
全
体
と
個
々
の
場
面
の
表
現
と
の
両
方
を
見
る
こ
と

の
重
要
性
に
も
注
意
を
促
し
た
い
。

『
乳
と
卵
』
は
実
際
に
教
材
と
し
て
高
校
生
の
現
代
文
の
学
習
教
材
『
新

読
む
力
・
考
え
る
力
を
高
め
る
現
代
文
学
名
作
選
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
六

年
二
月
）
に
初
版
（
二
〇
一
二
年
一
月
）
か
ら
収
録
さ
れ
て
い
る
。
掲
載
さ
れ

て
い
る
の
は
物
語
終
盤
、
泥
酔
し
た
巻
子
の
前
で
緑
子
の
感
情
が
溢
れ
出

し
、
母
子
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
頭
に
卵
を
ぶ
つ
け
て
い
く
場
面
と
そ
の
前

後
で
あ
る
。
緑
子
が
自
分
の
身
体
の
成
長
を
厭
う
文
脈
を
追
う
た
め
に
は

全
文
掲
載
が
望
ま
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
一

部
抜
粋
は
仕
方
が
な
い
。
ま
た
、
学
生
は
緑
子
と
い
う
子
ど
も
の
視
点
に

立
ち
や
す
く
、
母
に
対
し
て
寂
し
さ
や
怒
り
、
反
感
、
愛
情
が
入
り
交
じ

る
複
雑
な
感
情
を
全
身
で
う
っ
た
え
る
こ
の
場
面
に
は
共
鳴
も
あ
る
だ
ろ

う
。
登
場
人
物
の
心
理
を
理
解
し
説
明
す
る
試
み
に
は
妥
当
な
抜
粋
で
あ
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る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
教
材
へ
の
採
用
は
『
乳
と
卵
』
が
学
生
に
と

っ
て
読
み
考
え
る
何
か
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

教
材
と
し
て
の
可
能
性
の
先
行
論
と
し
て
は
野
澤
涼
子
「
川
上
未
映
子

「
乳
と
卵
」
の
授
業
実
践

―
語
り
・
身
体
・
イ
メ
ー
ジ
を
テ
ー
マ

に

―
」（
「
学
芸
国
語
国
文
学
」
五
〇
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
に
よ
る
報
告
が

あ
る
。
野
澤
の
授
業
例
は
、
東
京
都
内
の
女
子
大
学
の
学
部
二
、
三
年
生

を
対
象
と
し
た
演
習
で
あ
る
。
最
初
に
発
表
担
当
者
が
各
々
「
語
り
」「
身

体
」
「
イ
メ
ー
ジ
」

の
各
回
の
テ
ー
マ
の
下
で
報
告
し
、
発
表
後
全
体
討

論
で
議
論
を
深
め
て
い
る
。
こ
の
受
講
生
達
は
無
論
全
員
女
子
学
生
で
あ

り
「
元
々
ジ
ェ
ン
ダ
ー
／
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
関
す
る
興
味
関
心
を
強

く
抱
き
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論
に
つ
い
て
も
学
ぶ
機
会
が
事
前
に
与
え
ら
れ

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
生
物
学
的
性
差
、
社
会
的
性
差
へ
の
理
解
が
下

地
に
あ
っ
た
。
故
に
、
巻
子
、
緑
子
、
「
わ
た
し
」
と
い
う
年
齢
も
立
場

も
異
な
る
三
人
の
女
性
に
「
産
む
性
」
と
い
う
共
通
項
を
設
定
し
全
体
討

論
の
基
軸
と
し
て
い
る
。
野
澤
は
「
も
し
男
性
受
講
者
が
参
加
し
て
い
れ

ば
、
悉
く
男
を
排
除
し
た
テ
ク
ス
ト
に
嫌
悪
感
や
疎
外
感
を
感
じ
る
者
や
、

外
在
的
に
し
か
テ
ク
ス
ト
を
理
解
で
き
な
い
者
が
あ
ら
わ
れ
、
読
み
が
朧

化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
」
と
、
一
つ
の
可
能
性
と

し
て
学
生
の
深
い
洞
察
に
は
受
講
生
の
性
別
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示

唆
し
た
。

本
稿
で
は
、
男
子
学
生
が
総
学
生
数
の
七
割
強
を
占
め
る
国
立
工
業
高

等
専
門
学
校
に
お
い
て
実
施
し
た
『
乳
と
卵
』
の
解
釈
を
め
ぐ
る
演
習
の

実
践
報
告
を
行
い
た
い
。
受
講
者
は
四
〇
名
（
内
男
子
三
八
名
、
女
子
二
名
）
、

講
義
名
は
「
日
本
文
学
論
」
で
、
本
科
四
年
生
の
半
期
選
択
科
目
で
あ
る
。

授
業
の
実
施
期
間
は
二
〇
一
八
年
一
〇
月
～
二
〇
一
九
年
一
月
、
同
時
間

に
開
講
さ
れ
る
五
つ
の
講
義
の
中
か
ら
受
講
者
は
全
員
「
日
本
文
学
論
」

を
第
一
希
望
と
し
て
選
択
し
受
講
し
た
。
と
は
い
え
、
高
専
の
学
生
の
大

多
数
が
中
学
生
の
時
か
ら
理
系
科
目
に
秀
で
、
国
語
や
文
学
を
自
称
不
得

手
と
し
て
い
る
。
且
つ
エ
ン
ジ
ニ
ア
を
志
し
「
も
の
づ
く
り
」
を
得
手
と

す
る
学
生
で
あ
る
た
め
、
今
回
の
演
習
は
「
現
代
文
学
を
同
時
代
に
解
釈

す
る
」
と
説
明
し
、
大
袈
裟
で
は
あ
る
が
「
新
し
い
解
釈
が
こ
の
授
業
で

出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
っ
て
興
味
を
引
く
よ
う
心
が
け
た
。
先

行
論
が
少
数
あ
る
こ
と
は
事
前
に
伝
え
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
は
授

業
担
当
者
も
あ
る
程
度
を
揃
え
て
い
る
た
め
教
員
室
で
閲
覧
や
複
写
に
応

じ
る
こ
と
を
約
束
し
た
。
し
か
し
、
考
察
に
向
け
て
の
着
眼
点
は
学
生
の

個
々
に
よ
る
こ
と
や
、
い
ず
れ
学
生
も
専
攻
分
野
で
卒
業
論
文
を
書
く
こ

と
を
踏
ま
え
、
先
行
論
の
配
布
は
せ
ず
、
論
文
探
索
の
方
法
を
教
示
し
た
。

先
行
論
の
重
要
性
は
発
表
初
回
の
教
員
担
当
の
報
告
で
理
解
さ
せ
つ
つ
、

学
生
が
発
表
に
柔
軟
に
取
り
組
め
る
よ
う
、
如
何
な
る
視
点
で
も
構
わ
な

い
か
ら
筋
道
の
通
っ
た
発
表
を
一
つ
作
っ
て
く
る
よ
う
指
示
し
た
。
自
分

が
引
っ
か
か
り
を
覚
え
た
と
こ
ろ
を
掘
り
下
げ
て
考
察
し
、
必
ず
物
語
解

釈
に
還
元
す
る
よ
う
指
示
し
て
取
り
組
ま
せ
て
い
る
。

テ
キ
ス
ト
は
芥
川
賞
受
賞
作
品
と
し
て
発
表
さ
れ
た
「
文
藝
春
秋
」
八

六
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
三
月
）
掲
載
文
を
用
い
、
初
回
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
時

に
配
布
し
た
。
作
品
全
文
を
予
め
こ
ち
ら
で
一
四
分
割
し
、
一
番
初
め
は

教
員
が
担
当
し
た
。
こ
れ
は
文
学
作
品
の
考
察
方
法
や
発
表
の
流
れ
を
学

生
に
掴
ん
で
も
ら
う
こ
と
と
、発
表
の
準
備
時
間
の
確
保
の
た
め
で
あ
る
。

受
講
生
の
発
表
は
一
回
に
三
～
四
人
、
一
人
一
五
分
～
二
〇
分
で
、
各
発
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表
者
の
発
表
の
後
に
質
疑
応
答
、
全
員
の
発
表
の
後
に
全
体
討
論
を
行
っ

た
。
本
授
業
の
評
価
割
合
は
、
授
業
態
度
（
発
表
点
＋
質
問
点
）
五
〇
％
、

期
末
試
験
五
〇
％
で
あ
り
、
発
表
点
は
態
度
と
内
容
、
質
疑
応
答
の
仕
方

な
ど
を
評
価
す
る
こ
と
を
伝
え
た

。
到
達
目
標
に
つ
い
て
は
授
業
開
講

(3)

前
か
ら
シ
ラ
バ
ス
に
て
確
認
可
能
で
あ
る

。
(4)

や
は
り
文
学
と
は
専
攻
分
野
が
大
き
く
異
な
る
学
生
で
あ
る
た
め
、
担

当
箇
所
の
要
約
や
、
比
較
的
易
く
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
心
理
描
写
の

説
明
を
「
解
釈
」
と
し
て
提
示
す
る
学
生
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

今
回
の
授
業
実
践
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
個
人
差
は
あ
れ
ど
男
子
学

生
が
「
外
在
的
に
し
か
テ
ク
ス
ト
を
理
解
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
断

じ
て
無
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
論
性
差
は
「
読
み
」
に
影
響
す
る
で

あ
ろ
う
し
、
男
性
読
者
が
女
性
読
者
の
よ
う
に
『
乳
と
卵
』
を
読
む
こ
と

は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
逆
も
然
り
で
あ
る
。
野
澤
の
報
告
と
は
大
き

く
異
な
る
土
壌
で
の
演
習
で
あ
る
が
、
そ
れ
故
の
新
し
い
気
づ
き
も
あ
っ

た
た
め
、
本
稿
で
報
告
を
行
い
た
い
。
工
学
専
攻
の
学
生
達
が
現
代
文
学

の
テ
ク
ス
ト
に
向
き
合
い
、
自
分
な
り
の
勘
所
・
核
心
を
定
め
て
、
そ
こ

に
向
け
て
担
当
箇
所
の
表
現
や
描
写
を
掘
り
下
げ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
っ

て
い
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
学
生
の
考
察
は
、
担
当
箇
所
は
異
な
る
が

共
通
し
て
〈
中
身
〉
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
。
本
作
は
緑
子
の
大

ノ
ー
ト
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
が
幾
度
も
挿
入
さ
れ
る
た
め
、
本
心
と
い
う
意
味

で
〈
中
身
〉
を
必
然
的
に
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
、
そ
の
小
ノ
ー
ト
の
本
心
が
強
固
に
〈
中
身
〉
た
り
得
て
い
る
の
は
、

そ
れ
を
補
う
作
用
が
小
説
の
中
に
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
緑
子

が
抱
え
て
い
る
〈
中
身
〉
は
自
ず
と
物
語
終
盤
の
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
を

明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
希
求
へ
と
繋
が
る
。
以
下
、
『
乳
と
卵
』
に
ほ

の
め
か
さ
れ
る
〈
中
身
〉
を
め
ぐ
っ
て
、
高
専
に
お
け
る
現
代
文
学
の
演

習
実
践
例
と
し
て
報
告
を
行
う
。
な
お
本
文
の
引
用
は
す
べ
て
「
文
藝
春

秋
」
八
六
巻
三
号
（
前
掲
）
に
依
り
、
引
用
末
部
に
頁
数
を
記
載
し
て
い

る
。

２
、
ロ
ボ
コ
ン
と
緑
子
に
よ
る
補
色
の
構
造

緑
子
が
外
面
と
中
身
と
の
相
違
に
つ
い
て
意
識
的
に
書
い
て
い
る
の
が

「
ロ
ボ
コ
ン
」
で
あ
る
。
緑
子
は
お
使
い
で
来
た
イ
ズ
ミ
ヤ
の
地
下
で
、

幼
少
時
に
乗
っ
て
い
た
ロ
ボ
コ
ン
の
遊
具
（
硬
貨
を
入
れ
た
ら
動
く
も
の
）
と

再
会
す
る
。
昔
は
大
き
か
っ
た
ロ
ボ
コ
ン
が
、
自
分
の
成
長
ゆ
え
に
小
さ

く
感
じ
ら
れ
驚
い
た
緑
子
は
更
に
、
当
時
ロ
ボ
コ
ン
の
中
に
入
っ
て
い
た

と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
綴
る
。

い
ま
、
お
母
さ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
、
ロ
ボ
コ
ン
し
か
見
え
て

な
い
ね
ん
。
あ
っ
ち
か
ら
は
ロ
ボ
コ
ン
や
ね
ん
な
。
で
も
中
身
は
、

ほ
ん
ま
は
あ
た
し
が
入
っ
て
る
。
そ
の
日
は
一
日
不
思
議
な
感
じ
や

っ
た
の
を
、
覚
え
て
る
。
あ
た
し
の
手
は
動
く
、
足
も
動
く
、
動
か

し
か
た
な
ん
か
わ
か
っ
て
い
な
い
の
に
、
色
々
な
と
こ
ろ
が
動
か
せ

る
こ
と
は
不
思
議
。
あ
た
し
は
い
つ
の
ま
に
か
知
ら
ん
ま
に
あ
た
し

の
体
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の
体
が
あ
た
し
の
知
ら
ん
と
こ
ろ
で
ど
ん

ど
ん
変
わ
っ
て
い
く
。（
三
七
〇
～
三
七
一
頁
）
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緑
子
の
回
想
に
出
て
く
る
「
ロ
ボ
コ
ン
」
は
石
森
章
太
郎
原
作
「
が
ん
ば

れ
ロ
ボ
コ
ン
」（
「
週
刊
少
年
サ
ン
デ
ー
」
一
九
七
四
年
八
月
～
一
九
七
五
年
四
月
）

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
り
、
人
間
に
サ
ー
ビ
ス
す
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る

ロ
ボ
ッ
ト
・
ラ
ン
ド
の
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
る
。
人
間
の
一
家
大
山
家
に
引
き

取
ら
れ
、
そ
こ
で
繰
り
広
げ
る
ロ
ボ
コ
ン
の
悪
気
の
無
い
失
敗
が
常
に
マ

ン
ガ
の
題
材
と
な
っ
て
い
る
。
や
る
気
が
空
回
り
し
惨
事
を
引
き
起
こ
し

て
ば
か
り
の
ロ
ボ
コ
ン
で
あ
る
が
、
一
人
前
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
る
た
め
、

め
げ
る
こ
と
な
く
人
間
へ
の
サ
ー
ビ
ス
に
励
み
続
け
る
の
で
あ
る

。
(5)

演
習
第
四
回
目
の
範
囲
は
こ
の
緑
子
の
小
ノ
ー
ト
の
記
述
か
ら
、
巻
子

と
「
わ
た
し
」
が
銭
湯
へ
出
か
け
湯
に
浸
か
る
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
っ
た
。

発
表
担
当
者
の
一
人
は
「
ロ
ボ
コ
ン
」
に
着
目
し
て
い
る
。
ま
ず
「
ロ
ボ

コ
ン
め
っ
ち
ゃ
大
き
か
っ
た
の
に
久
し
ぶ
り
に
見
た
ら
す
ご
く
小
さ
く
感

じ
れ
て
」（
三
七
〇
頁
）
と
い
う
緑
子
の
所
感
に
、
身
体
の
成
長
の
自
認
と

悲
哀
と
が
読
め
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

で
は
、
な
ぜ
ロ
ボ
コ
ン
は
こ
の
場
に
挿
入
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
発
表

者
は
会
場
に
特
撮
番
組
「
が
ん
ば
れ

ロ
ボ
コ
ン
」（
Ｎ
Ｅ
Ｔ
テ
レ
ビ
系
、
一

!!

九
七
四
年
一
〇
月
～
一
九
七
七
年
三
月
）
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
テ
ー
マ
曲
を
実
際

に
流
し
、
曲
調
と
歌
詞
が
溌
剌
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
更
に
、
ロ

ボ
コ
ン
の
ボ
デ
ィ
カ
ラ
ー
の
赤
と
、
緑
子
の
緑
と
は
補
色
の
関
係
に
あ
る

こ
と
に
も
言
及
し
、
こ
れ
ら
の
要
素
か
ら
、
ロ
ボ
コ
ン
は
緑
子
と
対
置
さ

れ
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
た
。
発
表
者
は
緑
子
の
大
ノ
ー
ト
の
「
い

ま
、
お
母
さ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
は
、
ロ
ボ
コ
ン
し
か
見
え
て
な
い
ね

ん
。
あ
っ
ち
か
ら
は
ロ
ボ
コ
ン
や
ね
ん
な
。
で
も
中
身
は
、
ほ
ん
ま
は
あ

た
し
が
入
っ
て
る
」（
三
七
〇
頁
）
と
い
う
記
述
か
ら
、
緑
子
は
自
分
の
こ

と
を
母
の
理
想
の
我
が
子
像
（
ロ
ボ
コ
ン
の
よ
う
な
明
る
く
溌
剌
と
し
た
子
）
で

は
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
の
ロ
ボ
コ
ン

の
思
い
出
の
挿
入
が
緑
子
の
「
な
ん
で
あ
た
し
を
生
ん
だ
ん
」（
三
七
九
頁
）

と
い
う
主
張
を
支
え
る
こ
と
を
考
察
結
果
と
し
て
発
表
を
結
ん
だ
。

作
品
に
用
い
ら
れ
た
ア
イ
テ
ム
か
ら
解
釈
を
導
く
発
表
が
本
授
業
で
初

め
て
な
さ
れ
、
受
講
学
生
の
感
想
は
着
眼
の
機
転
に
つ
い
て
褒
め
る
も
の

が
多
か
っ
た
。
会
場
か
ら
は
「
生
ま
れ
な
い
方
が
よ
か
っ
た
と
い
う
点
に

繋
げ
る
の
は
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
質
問
も
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
解
釈
幅
の
個
人
差
は
文
学
作
品
の
解
釈
を
共
有
す
る
場
合
は
お
の

ず
と
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
巻
子
が
外
面
の
ロ
ボ
コ
ン
を
見

て
い
る
こ
と
が
、
中
身
の
緑
子
を
見
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
と
な
る
と
論

は
極
端
で
あ
り
、
そ
れ
を
心
理
的
な
意
味
に
ま
で
拡
大
さ
せ
る
と
更
に
確

証
に
は
至
ら
な
い
。
し
か
し
子
ど
も
の
、
引
い
て
は
人
間
の
心
理
が
論
理

性
に
欠
く
か
ら
こ
そ
、
緑
子
の
感
受
の
内
側
で
、
本
当
の
自
分
を
見
て
い

な
い
と
い
う
短
絡
的
な
結
論
を
持
つ
可
能
性
は
否
め
な
い
。
ロ
ボ
コ
ン
は

「
い
つ
か
必
ず
成
功
し
て
、
人
の
役
に
た
っ
た
印
の
ハ
ー
ト
マ
ー
ク
を
た

く
さ
ん
も
ら
っ
て
一
人
前
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
な
る
」

と
い
う
信
念
を
持
っ

(6)

て
い
る
。
緑
子
も
ま
た
「
手
に
職
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
三
七
九

頁
）
や
「
早
く
お
金
と
か
、
と
息
を
飲
ん
で
、
あ
た
し
か
っ
て
、
あ
げ
た

い
」（
三
九
六
頁
）
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
一
人
前
に
な
り
母
の
役
に
立
ち

た
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
ロ
ボ
コ
ン
は
〈
緑
子
が
想
像
す
る

巻
子
の
理
想
の
我
が
子
像
〉
よ
り
も
、
そ
の
考
え
を
経
由
し
た
〈
緑
子
の

内
面
の
鏡
〉
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
補
色
は
混
合
す
る
と
無
彩
色
に

な
る
。
「
緑
子
」
と
は
作
品
内
の
少
女
の
名
で
あ
り
色
彩
で
は
な
い
。
緑
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子
と
い
う
人
物
像
を
緑
色
の
静
的
イ
メ
ー
ジ
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
を
示
す
た
め
に
ロ
ボ
コ
ン
は
補
色
の
赤
と
動
的
イ
メ
ー
ジ
と

と
も
に
挿
入
さ
れ
、
そ
れ
が
緑
子
の
内
面
に
も
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
と

き
、
緑
子
は
彩
色
さ
れ
な
い
「
緑
子
」
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
見
関
西
の
描
写
に
色
を
添
え
る
イ
ズ
ミ
ヤ
で
の
回
想
で
あ
る
が
、
ロ

ボ
コ
ン
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
個
性
か
ら
い
え
ば
看
過
し
得
な
い
。
当
初
学

生
は
ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
と
関
連
す
る
と
思
い
調
べ
始
め
た
と
い
う
。

高
専
生
な
ら
当
然
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
機
に
「
が
ん
ば
れ
!!

ロ
ボ
コ
ン
」
を
知
り
、
そ
の
特
色
と
緑
子
の
思
考
が
ど
の
よ
う
に
絡
ま
る

の
か
、
考
察
を
楽
し
く
進
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
生
は
元

来
特
撮
好
き
で
、
そ
の
面
で
も
興
味
を
惹
か
れ
て
の
ロ
ボ
コ
ン
を
対
象
と

し
た
考
察
で
あ
っ
た
。
ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
や
特
撮
へ
の
興
味
な
ど
に

き
っ
か
け
を
持
つ
こ
と
は
、
男
子
学
生
の
方
が
可
能
性
が
高
い
か
も
し
れ

な
い
。
野
澤
論
を
踏
ま
え
る
と
読
者
の
興
味
が
お
も
む
く
点
に
相
違
が
あ

り
、
面
白
く
感
じ
ら
れ
る
。

３
、
語
り
手
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」

『
乳
と
卵
』
の
終
盤
は
、
緑
子
と
巻
子
の
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
の
問
答

が
続
く
。
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
を
、
ほ
ん
ま
の
こ
と
を
ゆ
う
て
や
」（
三
九
五

頁
）
「
お
母
さ
ん
は
ほ
ん
ま
の
こ
と
を
ゆ
う
て
よ
」（
同
）
と
緑
子
の
真
剣

な
問
い
か
け
に
対
し
、「
い
や
や
わ
、
な
に
よ
ほ
ん
ま
の
こ
と
っ
て
」（
同
）
、

「
び
っ
く
り
す
る
わ
あ
、
ほ
ん
ま
の
こ
と
っ
て
な
に
や
の
よ
」（
同
）
と
巻

子
は
取
り
合
わ
ず
、
「
わ
た
し
」
は
「
誤
魔
化
す
巻
子
は
あ
か
ん
と
思
っ

た
」（
同
）
と
心
中
を
語
り
に
乗
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
緑
子
は

感
情
が
爆
発
し
、
玉
子
を
自
分
の
頭
に
ぶ
つ
け
な
が
ら
内
側
に
つ
か
え
て

い
る
も
の
を
吐
き
出
し
て
い
く
。
巻
子
も
ま
た
自
分
の
頭
に
玉
子
を
ぶ
つ

け
「
緑
子
の
知
り
た
い
ほ
ん
ま
の
こ
と
っ
て
、
な
に
」（
三
九
七
頁
）
と
問

い
か
け
る
。

緑
子
、
ほ
ん
ま
の
こ
と
っ
て
、
ほ
ん
ま
の
こ
と
っ
て
ね
、
み
ん
な
ほ

ん
ま
の
こ
と
っ
て
あ
る
と
思
う
で
し
ょ
。
絶
対
に
も
の
ご
と
に
は
、

ほ
ん
ま
の
こ
と
が
あ
る
の
や
っ
て
、
み
ん
な
そ
う
思
う
で
し
ょ
、
で

も
緑
子
な
、
ほ
ん
ま
の
こ
と
な
ん
て
な
、
な
い
こ
と
も
あ
る
ね
ん
で
、

何
も
な
い
こ
と
も
あ
る
ね
ん
で
。（
三
九
七
頁
）

緑
子
が
知
り
た
が
っ
た
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。

大
石
千
晶
は
「
緑
子
の
い
う
〈
ほ
ん
ま
の
こ
と
〉
と
は
、
緑
子
が
巻
子
に

対
し
て
聞
き
た
い
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
の
総
称
」
と
捉
え
て
お
り
、
「
具
体

的
な
内
容
を
指
し
示
す
も
の
で
は
な
」
い
と
い
う

。
そ
し
て
、
こ
こ
で

(7)

の
「
わ
た
し
」（
夏
子
）
の
役
割
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
確
か
に
存
在
す
る
が
言
葉
で
言
い
表
す
こ
と
が
出
来

な
い
〈
ほ
ん
ま
の
こ
と
〉
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
母
娘
の
わ

だ
か
ま
り
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
、
夏
子
だ
け
が
気
が
つ
く

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夏
子
は
母
娘
の
対
立
を
た
だ
た
だ
見
守

る
人
物
な
ど
で
は
な
く
、
母
娘
を
和
解
へ
と
導
く
人
物
と
し
て
登
場

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
(8)
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大
石
の
述
べ
る
よ
う
に
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
は
お
そ
ら
く
具
体
的
何
か
で

は
な
い
。
そ
し
て
勿
論
「
わ
た
し
」
は
緑
子
と
巻
子
の
間
で
交
わ
さ
れ
る

「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
に
対
し
、
至
近
距
離
で
第
三
者
の
眼
差
し
を
持
つ
人

物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
存
在
が
「
母
娘
を
和
解
へ
と
導
く
」（
傍
点
引

、
、

用
者
）
と
言
う
ま
で
に
は
「
わ
た
し
」
が
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
に
主
体
性

を
も
っ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
よ
う
に
は
受
け
取
り
が
た
い
。
で
は

「
わ
た
し
」
は
こ
の
場
に
必
要
で
は
な
い
の
か
。

本
授
業
で
こ
の
箇
所
の
発
表
を
担
当
し
た
学
生
は
語
り
手
に
着
目
し

た
。
発
表
者
は
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
は
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
で
し
か
な
い

と
い
う
立
場
で
あ
り
、
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
に
対
し
て
は
大
石
論
と
同
様

の
見
方
で
あ
る
。
発
表
者
は
母
娘
の
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
の
合
戦
を
、
生

き
る
と
は
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
を
伝
え
た
り
、
知
ろ
う
と
し
た
り
す
る
こ

と
で
、
互
い
の
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
人
間

の
、
巻
子
・
緑
子
母
娘
の
前
提
で
あ
る
と
解
釈
し
整
理
し
た
。
緑
子
と
巻

子
の
間
で
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
の
問
答
が
な
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
が

わ
か
ら
な
い
第
三
者
の
「
わ
た
し
」
の
語
り
が
必
要
で
あ
る
。
答
え
を
知

ら
な
い
語
り
手
の
語
り
に
よ
っ
て
読
者
は
巻
子
と
緑
子
の
間
に
交
わ
さ
れ

る
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
に
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
、
語
り
手
の

効
果
を
指
摘
し
た
。
更
に
「
作
中
人
物
で
な
い
語
り
手
で
も
よ
い
の
で

は
？
」
と
い
う
会
場
の
質
問
を
受
け
「
三
人
称
の
語
り
手
は
神
の
視
点
に

も
な
り
得
る
た
め
、
〈
ほ
ん
ま
の
こ
と
〉
を
知
り
得
る
語
り
手
は
こ
の
作

品
に
適
当
で
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
論
を
深
め
た
。
作
者
の
川
上

は
、

絶
対
的
な
答
え
は
な
い
中
に
対
立
や
拮
抗
だ
け
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

読
ん
だ
人
の
中
で
何
ら
か
の
形
で
生
か
さ
れ
る
、
哲
学
で
言
え
ば
ア

ウ
フ
ヘ
ー
ベ
ン
＝
止
揚
で
す
ね
。
そ
う
い
う
動
き
や
運
動
に
私
は
ビ

ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
な
も
の
を
感
じ
る
し
、
今
の
私
に
は
そ
れ
が
最
も
信

頼
で
き
る
小
説
の
形
な
ん
や
と
思
う
。
(9)

と
、
述
べ
て
お
り
、
止
揚
に
は
自
身
が
信
じ
る
「
小
説
の
形
」
が
あ
る
こ

と
を
明
か
し
て
い
る
。
川
上
の
言
葉
が
真
で
あ
れ
ば
、
「
わ
た
し
」
と
い

う
語
り
手
の
設
定
が
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
を
揺
る
ぎ
な
く
「
ほ
ん
ま
の
こ

と
」
の
ま
ま
に
す
る
と
い
う
発
表
学
生
の
指
摘
は
、
当
時
の
川
上
の
小
説

作
法
を
感
受
し
て
い
る
と
も
言
い
得
る
。
事
前
に
川
上
の
発
言
に
つ
い
て

は
受
講
者
全
員
に
紹
介
し
て
い
た
が
、
発
表
者
は
自
分
の
発
表
と
繋
げ
る

こ
と
は
し
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
点
は
教
員
か
ら
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う

な
不
足
が
あ
り
発
表
は
十
全
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
構
成
が
物
語
の
核

心
部
に
作
用
す
る
こ
と
を
学
生
自
ら
が
気
付
き
、
そ
れ
を
発
表
す
る
ま
で

に
、
学
生
が
作
品
に
向
き
合
え
た
こ
と
を
重
要
な
こ
と
と
捉
え
た
い
。

４
、
ま
と
め

本
稿
で
は
『
乳
と
卵
』
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
を
、
演
習
形
式
の
授

業
に
お
け
る
学
生
の
考
察
視
点
を
踏
ま
え
て
模
索
し
た
。
『
乳
と
卵
』
に

は
女
性
の
身
体
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
登
場
人
物
を
通
し
て
そ
の
内
的

実
感
と
外
的
評
価
が
描
か
れ
る
。
故
に
野
澤
論
で
は
、
男
性
読
者
に
つ
い
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て
「
嫌
悪
感
や
疎
外
感
を
感
じ
る
者
や
、
外
在
的
に
し
か
テ
ク
ス
ト
を
理

解
で
き
な
い
者
」
が
い
る
可
能
性
が
想
定
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
可
能
性
は
否
定
し
な
い
も
の
の
、
す
べ
て
の
男
性
読
者
に
言
え
る
こ
と

で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
ロ
ボ
コ
ン
」
の
中
か
ら
巻
子
を
見
た
緑
子
の
描
写
を
、
親
の
理
想
で

あ
り
た
い
と
願
う
子
ど
も
の
心
理
が
表
象
さ
れ
て
い
る
と
読
む
の
は
、
性

差
を
問
わ
な
い
共
感
力
で
あ
る
。
ま
た
、
身
体
の
成
長
に
戸
惑
う
の
は
女

子
だ
け
で
は
な
い
。
本
作
の
主
題
と
な
る
「
乳
」
や
「
卵
」
と
は
異
な
っ

て
も
、
身
体
の
成
長
か
ら
大
人
に
な
る
こ
と
へ
の
重
い
実
感
は
男
子
に
も

少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
同
一
の
も
の
で
な
く

と
も
自
分
の
実
感
の
糸
を
た
ぐ
り
寄
せ
、
作
中
の
緑
子
の
心
理
の
理
解
に

学
生
は
努
め
た
。

「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
と
は
何
か
と
い
う
模
索
か
ら
、
語
り
手
を
検
証
す

る
視
点
も
、
学
生
が
テ
ク
ス
ト
と
向
き
合
っ
て
体
得
し
た
発
想
の
転
換
で

あ
る
。「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
と
は
「
真
実
」
や
「
本
当
の
こ
と
」
、「
内
実
」

で
は
な
く
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
で
あ
る
。
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
を
言
語
化

し
よ
う
と
努
め
る
当
人
達
（
緑
子
、
巻
子
）
が
語
り
手
と
な
っ
て
し
ま
う
と
、

母
娘
の
相
互
間
の
拮
抗
、
接
近
に
対
し
て
読
者
が
均
一
な
距
離
が
取
れ
な

い
。「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」
と
い
う
身
内
の
関
西
弁
の
温
度
を
保
つ
語
り
手
、

全
知
で
は
な
い
一
人
称
の
語
り
手
、
巻
子
と
緑
子
の
「
ほ
ん
ま
の
こ
と
」

を
大
切
に
思
え
る
語
り
手
と
し
て
、
『
乳
と
卵
』
は
「
わ
た
し
」
に
し
か

語
り
得
な
い
作
品
で
あ
る
。

本
稿
で
大
き
く
取
り
上
げ
た
の
は
二
名
の
学
生
の
発
表
で
あ
る
が
、
他

の
学
生
も
興
味
深
い
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
帰
宅
が
遅
い
巻
子
を
案
じ
る

緑
子
の
小
ノ
ー
ト
の
筆
記
が
「
じ
こ
、
ゆ
う
か
い
」「
び
ょ
ー
い
ん
」
等
、

自
然
に
焦
燥
が
滲
ん
で
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
「
頑
な
な
殻
が
ひ
び
割
れ

て
い
く
」
と
玉
子
に
な
ぞ
ら
え
る
発
表
も
あ
っ
た
。
緑
子
が
シ
ン
ク
に
フ

レ
ン
チ
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
を
流
す
場
面
で
は
「
そ
の
真
っ
白
の
ど
ろ
り
と
し

た
液
体
」（
三
九
四
頁
）
と
い
う
表
現
か
ら
精
液
（
或
い
は
父
親
）
の
喩
と
捉

え
た
学
生
も
い
た
。
こ
の
指
摘
は
、
直
後
の
「
水
道
の
勢
い
を
ほ
と
ん
ど

ゆ
る
め
て
」（
同
）
や
「
緑
子
の
手
首
か
ら
腕
は
あ
ま
り
に
も
細
く
」（
同
）

と
い
う
表
現
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
男
性
と
対
置
し
た
と
き
の
女
性
の

生
き
づ
ら
さ
に
少
女
の
緑
子
が
既
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
「
た
け

く
ら
べ
」
に
似
た
表
象
と
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
前
章
ま
で
に
紹
介
し
た

発
表
も
含
め
、
本
稿
で
紹
介
し
た
も
の
は
い
ず
れ
も
男
子
学
生
の
発
表
で

あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
『
乳
と
卵
』
は
、
性
別
に
か
か
わ
ら
ず
文
学
教
材
と

し
て
十
分
活
用
さ
れ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
教
科
書
へ
の
掲
載
が
作
品
の

一
部
と
な
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
が
、
本
授
業
に
お
い
て
学
生
は
『
乳

と
卵
』
全
体
を
読
む
こ
と
に
意
欲
的
に
取
り
組
み
、
作
品
読
解
を
楽
し
む

姿
勢
が
見
ら
れ
た
。
女
性
性
と
い
う
テ
ー
マ
性
が
女
性
に
読
ま
れ
る
こ
と

の
意
義
の
大
き
さ
と
同
様
に
、
あ
ら
ゆ
る
性
別
の
読
者
が
読
み
、
考
え
る

こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
今
回
の
演
習
に
お
い
て
も
、
作
品
の
場
面
に
よ

っ
て
は
担
当
者
が
排
卵
や
月
経
に
つ
い
て
よ
く
調
べ
発
表
し
教
室
で
共
有

し
た
。
そ
れ
は
ロ
ボ
コ
ン
や
語
り
手
を
検
証
す
る
こ
と
と
同
じ
ベ
ク
ト
ル

で
、
作
品
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
よ
り
深
く
可
能
な
限
り
十
全
に

理
解
し
た
い
と
い
う
欲
求
で
あ
る
。
川
上
弘
美
は
芥
川
賞
選
評
時
に
、
候

補
作
品
す
べ
て
の
中
か
ら
緑
子
に
「
も
う
一
度
会
い
た
い
」
と
述
べ
て
い
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る

。
学
生
も
ま
た
、
緑
子
の
心
理
に
理
解
を
示
す
読
後
感
を
持
つ
者
が

(10)

多
か
っ
た
。
登
場
人
物
に
対
し
て
沸
き
上
が
る
素
直
な
思
い
を
教
員
側
が

肯
定
し
、
そ
の
感
受
の
重
要
性
を
保
証
す
る
こ
と
が
演
習
形
式
の
授
業
で

は
な
お
肝
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
学
生
は
小
説

に
自
分
の
感
受
性
を
も
っ
て
向
き
合
い
、
作
中
の
言
葉
、
描
か
れ
た
心
理

と
の
交
感
を
実
践
す
る
。
教
材
と
し
て
の
『
乳
と
卵
』
は
緑
子
を
通
し
て

学
生
を
作
品
世
界
に
招
き
入
れ
、
そ
こ
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
独
特
の

表
現
、
描
写
、
あ
る
い
は
構
成
へ
の
問
い
か
け
を
積
極
的
に
試
み
る
こ
と

が
可
能
な
作
品
で
あ
り
、
学
生
の
文
学
探
究
に
有
用
で
あ
る
と
言
え
る
。

【
注
記
】

受
賞
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
家
に
は
本
が
一
冊
も
な
か
っ
た
」（
「
文
藝
春
秋
」
八
六
巻

1
三
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）

注

に
同
じ
。

2

1
評
価
の
指
針
と
し
て
市
坪
誠
『
授
業
力
ア
ッ
プ

ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
』（
実

3
教
出
版
、
二
〇
一
六
年
五
月
）
を
参
考
に
し
、
学
生
に
も
評
価
の
基
準
と
し
た
こ
と

を
伝
え
て
い
る
。

シ
ラ
バ
ス
に
設
定
し
た
到
達
目
標
は
以
下
の
通
り
。
「
１
、
日
本
語
・
日
本
文
学
に

4
つ
い
て
積
極
的
に
関
心
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
２
、
必
要
な
情
報
を
収
集
・
整
理

し
、
的
確
に
文
章
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
３
、
相
手
の
意
見
を
理
解
・
要
約

し
、
建
設
的
か
つ
論
理
的
に
自
ら
の
考
え
を
構
築
で
き
る
。
４
、
社
会
で
使
用
さ
れ

る
言
葉
を
広
く
習
得
し
、
そ
れ
ら
を
適
切
に
用
い
、
社
会
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
し
て
実
践
で
き
る
。」

石
森
プ
ロhttps://ishim

oripro.com
/

（
二
〇
一
九
年
三
月
五
日
閲
覧
）

5

注

に
同
じ
。

6

3
大
石
千
晶
「
川
上
未
映
子
「
乳
と
卵
」
論

―
形
な
き
も
の
を
ど
う
伝
え
る
か

―
」

7
（
「
愛
知
大
學
國
文
學
」
五
六
号
、
二
〇
一
七
年
一
月
）

注

に
同
じ
。

8

7

「
ポ
ス
ト
・
ブ
ッ
ク
・
レ
ビ
ュ
ー
著
者
に
訊
け
！

川
上
未
映
子
『
乳
と
卵
』
」
、「
週

9
刊
ポ
ス
ト
」
四
〇
巻
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月

川
上
弘
美
「
も
う
一
度
会
い
た
い
人
」（
「
文
藝
春
秋
」
八
六
巻
三
号
、
二
〇
〇
八
年

10
三
月
）

※
本
稿
は
、
北
九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
二
〇
一
八
年
度
四
年
生
を
対
象
に
行
っ
た
授
業

を
下
に
、
学
生
の
承
諾
を
得
て
執
筆
し
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
受
講
学
生
に
御
礼
申

し
上
げ
る
。

（
北
九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
）


