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物
心
つ
い
た
頃
か
ら
な
ぜ
か
、
私
の
部
屋
に
は
父

の
書
棚
が
あ
っ
た
。
子
ど
も
の
自
分
の
身
長
よ
り
高

く
、
大
き
な
書
棚
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
歴
史
小
説
や

古
墳
、
城
郭
、
街
道
な
ど
文
化
財
に
関
連
す
る
書
籍
で

埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
た
。
私
が
小
学
校
高
学
年
に
な
っ

た
頃
、
父
か
ら
「
興
味
が
あ
っ
た
ら
読
ん
で
も
い
い
」

と
言
わ
れ
、
最
初
に
吉
川
英
治
の
「
新
平
家
物
語
」
を

手
に
取
っ
た
。
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の

響
き
あ
り
…
」
に
始
ま
る
源
平
の
波
瀾
万
丈
の
物
語
だ
。

長
編
だ
が
、
現
代
か
ら
遠
く
離
れ
た
歴
史
の
壮
大
な
ス

ケ
ー
ル
を
感
じ
な
が
ら
一
気
に
読
み
進
め
た
。
そ
う
し

て
、
い
つ
の
間
に
か
父
の
書
棚
に
あ
る
本
を
読
む
こ
と

が
自
分
の
趣
味
に
な
っ
て
い
た
。

　

ま
た
、
父
は
折
に
触
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
の
魅
力

や
、
歴
史
か
ら
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
分
か
り
や
す
く
教
え

て
く
れ
た
。
民
間
企
業
を
定
年
退
職
し
た
後
は
、
独
学

で
吉
備
国
や
邪
馬
台
国
な
ど
古
代
史
を
勉
強
し
、
父
の

書
棚
は
私
が
読
み
切
れ
な
い
く
ら
い
本
が
増
え
て
い
っ

た
。
そ
ん
な
父
も
晩
年
は
病
気
が
ち
で
入
退
院
を
繰
り

返
し
て
い
た
が
、
入
院
中
も
古
代
史
の
本
を
枕
元
に
置

き
、
最
後
ま
で
文
化
財
に
対
す
る
熱
い
思
い
を
持
っ
て

い
た
。

　

現
在
の
私
の
仕
事
柄
、
県
内
各
地
で
地
域
の
様
々
な

文
化
財
に
関
わ
っ
た
り
、
守
り
伝
え
て
い
こ
う
と
ご
尽

力
さ
れ
て
い
る
方
々
に
お
会
い
し
、
そ
の
お
話
を
聞
く

機
会
が
多
々
あ
る
。
そ
れ
ら
の
方
々
に
共
通
し
て
窺

う
か
が

わ

れ
る
の
は
、
父
と
同
じ
く
、
地
域
と
そ
こ
で
育
ま
れ
た

文
化
財
に
対
す
る
熱
い
思
い
で
あ
る
。
今
日
の
県
内
の

豊
か
な
文
化
財
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
こ
う

し
た
熱
い
思
い
を
持
っ
た
方
々
の
不
断
の
努
力
に
よ
る

恩
恵
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
文
化
財
を
次
の
世
代
に
継
承

し
て
い
く
こ
と
は
我
々
の
責
務
だ
。
文
化
財
は
、
こ
れ

ま
で
の
歴
史
と
風
土
の
中
で
生
み
出
さ
れ
た
貴
重
な
財

産
で
あ
り
、
地
域
の
誇
り
、
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
も
っ

と
多
く
の
人
に
認
知
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た

め
に
も
、
県
内
文
化
財
の
価
値
を
正
し
く
、
そ
し
て
分

か
り
や
す
く
伝
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
魅
力
を
積
極
的

に
発
信
し
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す

る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
の
地
域
の
再
発
見
や
新
た
な
地
域

づ
く
り
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。

　

数
年
前
に
父
は
こ
の
世
を
去
っ
た
。
「
今
を
生
き
る

自
分
た
ち
が
文
化
財
を
守
り
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
、

将
来
の
人
た
ち
は
歴
史
を
失
う
こ
と
に
な
る
」
と
父
は

よ
く
言
っ
て
い
た
。
父
の
書
棚
か
ら
借
り
た
本
を
就
寝

前
に
読
む
こ
と
が
私
の
今
の
日
課
と
な
っ
て
い
る
。
本

の
向
こ
う
か
ら
父
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
、
そ
ん
な
気

が
し
て
い
る
。
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『春をもとめて』


