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長谷川眞理子 

　
ヒ
ト
は
、「
私
」
が
い
て「
あ
な
た
」
が
い
て
、「
物
」
が
あ
っ
て
、こ

の
3
者
の
関
係
を
お
互
い
に
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、い

と
も
簡
単
に
当
た
り
前
の
こ
と
と
思
っ
て
い
る
。
専
門
的
に
は
、

「
三
項
関
係
の
理
解
」
と
呼
ぶ
。し
か
し
、動
物
の
世
界
を
見
渡

す
と
、こ
れ
を
当
た
り
前
と
思
っ
て
実
行
し
て
い
る
動
物
は
い
な

い
の
だ
。 

　
実
験
室
で
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
研
究
に
よ
る
と
、彼
ら
は
こ
の
三

項
関
係
の
理
解
を
欠
い
て
い
る
と
は
言
い
き
れ
な
い
が
、前
号
で

も
述
べ
た
通
り
、ヒ
ト
の
よ
う
に
こ
の
能
力
を
フ
ル
に
発
揮
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。イ
ヌ
は
ど
う
か
？ 

う
ち
の
イ
ヌ
な
ど
見
て
い

る
と
、少
な
く
と
も
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
ぐ
ら
い
の
理
解
は
あ
る
よ
う

に
思
う
。
お
も
ち
ゃ
を
投
げ
て
も
ら
い
た
い
と
き
に
は
、そ
れ
を

私
の
前
に
く
わ
え
て
き
て
、プ
イ
と
吐
き
出
す
。そ
こ
で
私
が
取
っ

て
投
げ
て
や
る
と
、も
う
私
の
行
動
を
先
読
み
し
て
走
り
出
し

て
い
る
の
だ
か
ら
。そ
れ
で
も
、ヒ
ト
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
理
解
し
て
い

る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。 

　
ヒ
ト
の
赤
ん
坊
は
、ず
い
ぶ
ん
早
く
か
ら

「
自
分
」と「
相
手
」

と
「
物
」
と
の

関
係
を
理
解

し
始
め
る
。
私

が
博
士
課
程
の
学

生
だ
っ
た
こ
ろ
、ヒ
ト
の
幼
児
の

発
達
に
つ
い
て
研
究
し
た
い
と
い
う
男
子
学
生
が
修
士
課
程
に

入
学
し
て
き
た
。そ
の
こ
ろ
の
私
は
、チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
行
動
生
態

学
だ
け
に
し
か
興
味
が
な
か
っ
た
の
で
、ヒ
ト
の
幼
児
の
発
達
と

チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
の
比
較
に
つ
い
て
、そ
の
本
質
な
ど
ま
っ
た
く
理

解
し
て
い
な
か
っ
た
。そ
の
彼
が
、ヒ
ト
の
幼
児
は
2
歳
ぐ
ら
い
に

な
る
と
、自
分
の
お
も
ち
ゃ
を
わ
ざ
わ
ざ
他
人
に
差
し
出
す
、受

け
取
っ
て
も
ら
う
、と
い
う
行
為
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
を
、ひ

ど
く
興
味
深
い
こ
と
と
し
て
話
し
て
い
た
。
当
時
、私
は
恥
ず
か

し
い
こ
と
に
、こ
の
行
動
の
意
味
と
重
要
性
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
理

解
が
な
か
っ
た
の
で
、「
ふ
ー
ん
」
と
言
う
だ
け
だ
っ
た
の
だ
が
、今

思
え
ば
、こ
れ
は
三
項
関
係
の
理
解
の
表
現
だ
ろ
う
。
確
か
に
、

当
た
り
前
だ
が
不
思
議
な
能
力
 

物 
人
類
は
ど
こ
か
ら
来
て
、ど
こ
へ
行
く
の
だ
ろ
う
？ 

こ
う
し
た
疑
問
を
、生
物
進
化
学
な
ど
の
視
点
か
ら
解
き
明

か
そ
う
と
し
て
い
る
、長
谷
川
眞
理
子
先
生
。 

や
さ
し
い
語
り
口
で
書
か
れ
て
い
る
長
谷
川
先
生
の
著
書
に
は
、専
門
知
識
が
な
い
私
た
ち
で
も
「
そ
う
 

だ
っ
た
の
か
！
」
と
納
得
で
き
る
、面
白
い
事
柄
が
た
く
さ
ん
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。本
誌
で
は
、特
に
 

ヒ
ト
と
い
う
生
物
が
持
つ「
生
き
る
力
」「
学
ぶ
力
」に
つ
い
て
、身
近
な
テ
ー
マ
か
ら
書
い
て
い
た
だ
き
 

ま
し
た
。 
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チ
パ
ン
ジ
ー
の
子
ど
も
は
、こ
ん
な
こ
と
は
し
な
い
。 

　
あ
の
こ
ろ
の
私
に
、も
し
も
今
の
よ
う
な
認
識
が
あ
っ
た
な
ら
、

ヒ
ト
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
決
定
的
な
違
い
の
一
つ
に
つ
い
て
、ず
っ
と

早
く
か
ら
考
察
が
で
き
て
い
た
だ
ろ
う
に
。
あ
の
後
輩
と
も
、面

白
い
共
同
研
究
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
あ
あ
、で
も
、人
生

は
、そ
の
よ
う
に
後
知
恵
で
考
え
る
よ
う
に
進
む
も
の
で
は
な
い

の
で
す
ね
。 

   　
と
こ
ろ
で
、三
項
関
係
の
理
解
に
関
し
て
、一
つ
面
白
い
こ
と

が
あ
る
。そ
れ
は
、「
物
ま
ね
」
だ
。ヒ
ト
が
何
か
を
す
る
と
、そ
の

通
り
の
動
作
を
す
る
こ
と
を
「
物
ま
ね
」
と
言
う
。そ
し
て
、そ

の
行
動
の
意
味
を
理
解
し
て
も
い
な
い
の
に
、動
作
だ
け
ま
ね
し

て
行
う
こ
と
を
、馬
鹿
に
し
て「
サ
ル
ま
ね
」
と
も
言
う
。サ
ル
は

本
当
に
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

し
な
い
の
で
あ
る
。
 

　
実
験
室
で
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
研
究
で
は
、ヒ
ト
で
も
仲
間
の
チ

ン
パ
ン
ジ
ー
で
も
、モ
デ
ル
と
な
っ
た
個
体
が
行
っ
た
行
動
を
、そ
れ

を
見
て
い
た
ほ
か
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
正
確
に
ま
ね
し
て
行
っ
た
、

と
い
う
結
果
は
、そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
ま
た
、何
か
の
装
置

に
棒
を
差
し
込
ん
で
鍵
を
開
け
て
餌
を
取
る
と
い
っ
た
、「
実
利

的
な
意
味
の
あ
る
行
動
」で
は
な
く
て
、自
分
の
頭
に
手
を
乗
せ

る
、バ
ケ
ツ
を
叩
く
、と
い
う
よ
う
な
、「
何
の
意
味
も
な
い
行
動
」

を
ヒ
ト
の
モ
デ
ル
が
見
せ
、そ
れ
を
ま
ね
す
れ
ば
餌
が
も
ら
え
る

と
い
う
状
況
に
す
る
と
、チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
ま
ね
す
る

率
は
ず
っ
と
下
が
る
。 

　
で
も
、ヒ
ト
の
幼
児
は
ど

う
だ
ろ
う
？ 

生
後
14
カ
月
ぐ
ら
い
か
ら
、ヒ
ト
の
幼
児
は
、ほ

か
の
大
人
の
動
作
の
ま
ね
を
し
て
、そ
れ
を
喜
ぶ
と
い
う
こ
と

を
始
め
る
。「
お
つ
む
て
ん
て
ん
」
と
か
「
あ
っ
か
ん
べ
ー
」
と
か
い

う
動
作
を
、親
と
子
ど
も
が
き
ゃ
っ
き
ゃ
と
喜
ん
で
繰
り
返
す
。

別
に
何
の
報
酬
も
な
い
の
に
、ヒ
ト
の
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、そ
う

や
っ
て
ま
ね
し
合
う
こ
と
自
体
が
喜
び
の
よ
う
だ
。
親
に
と
っ
て

も
同
様
で
あ
る
。こ
れ
は
、い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
？
 

　
私
は
、こ
れ
は
、子
ど
も
が
、意
思
決
定
者
と
し
て
の「
自
己
」

と
、「
相
手
」
と
、自
己
が
制
御
可
能
な
「
物
」
と
し
て
の「
自
分

の
体
」
と
い
う
三
項
関
係
を
理
解
し
た
こ
と
の
表
れ
だ
と
思
う
。

こ
の
こ
ろ
の
子
ど
も
は
、も
ち
ろ
ん
、本
当
の
意
味
で
の
自
己
と

他
者
と
世
界
の
関
係
な
ど
理
解
し
て
は
い
な
い
。で
も
、他
者
の

動
作
と
連
動
し
て
自
分
が
自
分
の
体
を
自
由
に
動
か
せ
る
こ
と

に
喜
び
を
感
じ
て
お
り
、自
分
が
不
自
然
で
奇
妙
な
表
情
や
動

作
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
を
自
己
イ
メ
ー
ジ
し
て
、そ
れ
を

笑
っ
て
い
る
の
だ
。
今
度
、幼
児
と
こ
の
よ
う
な
遊
び
を
す
る
機

会
が
あ
っ
た
ら
、ぜ
ひ
、そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
堪
能
し
て
ほ
し
い
。

ヒ
ト
だ
け
し
か
、こ
ん
な
こ
と
を
し
な
い
の
だ
と
思
い
つ
つ
…
。
 

   　
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
と
「
物
」
と
の
三
項
関
係
を
理
解
す
る

手
段
は
、視
線
の
共
有
で
あ
る
。
 

　
ま
ず
、自
分
が
「
物
」
を
見
る
。
次
に
、相
手
を
見
て
、そ
の
視

線
の
方
向
を
確
か
め
る
。
相
手
も
自
分
と
同
じ
方
向
を
見
て
い

る
な
ら
ば
、同
じ
「
物
」の
存
在
を
理
解
し
て
い
る
状
態
に
あ
る

だ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
。
見
て
い
な
け
れ
ば
、相
手
は
そ
の「
物
」

動
作
を
ま
ね
る
 

視
線
の
共
有
と
三
項
関
係
の
理
解
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を
知
ら
な
い
だ

ろ
う
と
考
え
る
。 

　
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

が
こ
れ
を
理
解

し
て
い
る
の
か

ど
う
か
、一
時
、

大
き
な
論
争

が
あ
っ
た
。
実
験

室
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の

前
で
、人
間
の
実
験
者
が

一
方
向
を
見
て
い
る
。
実
は
そ

の
視
線
の
先
に
餌
が
あ
る
の
だ
が
、

果
た
し
て
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、他
者
の
視
線
の

方
向
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
そ
ち
ら
に
行
く
の
だ
ろ

う
か
？ 

結
果
は
、ひ
ど
く
あ
い
ま
い
だ
っ
た
。チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、こ

の
よ
う
な
他
者
の
視
線
を
手
が
か
り
と
し
て
餌
を
得
る
こ
と
が

で
き
る
、と
い
う
明
確
な
結
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
 

　
と
こ
ろ
が
、で
あ
る
。
状
況
を
変
え
て
、社
会
的
な
順
位
が
高

い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
低
い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
を
ペ
ア
に
し
て
み
よ
う
。
互

い
に
個
室
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、両
者
の
真
ん
中
に
別
の

部
屋
が
あ
り
、互
い
に
そ
の
部
屋
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
こ

に
は
二
つ
の
餌
が
あ
り
、一
つ
の
餌
は
双
方
か
ら
見
え
る
。
し
か

し
、も
う
一
つ
の
餌
は
、順
位
の
高
い
ほ
う
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
か
ら

は
障
壁
が
あ
っ
て
見
え
な
い
が
、順
位
が
低
い
ほ
う
の
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
か
ら
は
丸
見
え
で
あ
る
。こ
う
し
て
見
せ
て
お
い
て
、両
者

の
部
屋
の
扉
を
開
き
、中
に
入
れ
る
よ
う
に
す
る
。
と
、順
位
の

低
い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、順
位
の
高
い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
は
見
え
な

か
っ
た
餌
の
ほ
う
に
、一
目
散
に
向
か
っ
た
の
だ
！
 

　
こ
の
実
験
結
果
は
、チ
ン
パ
ン
ジ
ー
が
、相
手
の
視
線
の
方
向
と

相
手
の
知
識
の
状
態
と
の
関
係
を
、あ
る
程
度
認
識
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
順
位
の
低
い
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
、自
分
か
ら

は
相
手
の
位
置
、二
つ
の
餌
、障
壁
が
見
え
て
い
て
、相
手
か
ら
は

一
方
の
餌
が
見
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
推
論
を
し
て
い
る
。た
だ

し
、こ
の
実
験
が
示
し
て
い
る
の
は
、障
壁
が
あ
る
と
き
の
こ
と
で

あ
っ
て
、障
壁
が
な
く
て
も
他
者
の
視
線
の
方
向
の
み
で
、チ
ン
パ

ン
ジ
ー
が
、他
者
が
見
て
知
っ
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の

と
を
区
別
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
 

　
こ
の
よ
う
な
細
か
い
点
で
の
異
論
は
と
も
か
く
、チ
ン
パ
ン
ジ
ー

が
、あ
る
程
度
は
他
者
の
視
線
の
方
向
か
ら
、他
者
の
知
る
も
の

と
知
ら
な
い
も
の
と
の
区
別
が
で
き
る
、と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、こ
れ
で
は
ま
だ
、「
視
線
の
共
有
」に
は
至
ら
な
い
。
生

後
14
カ
月
ぐ
ら
い
の
ヒ
ト
の
幼
児
で
も
で
き
る
「
視
線
の
共
有
」

と
は
、「
自
分
が
物
を
見
る
」
、「
相
手
の
視
線
を
見
て
、同
じ
物

を
見
て
い
る
か
ど
う
か
を
知
る
」、「
相
手
も
自
分
の
視
線
を
チ
ェッ

ク
す
る
」
、「
互
い
に
視
線
を
交
わ
し
な
が
ら
、物
の
ほ
う
を
見

る
」
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
も
、あ
な
た

も
、と
も
に
同
じ
物
を
見
て
い
る
ね
」
と
い
う
認
識
を
共
有
す
る

こ
と
な
の
だ
。「
同
じ
物
を
見
て
い
る
」
状
態
に
な
る
だ
け
で
は

な
く
、「
同
じ
物
を
見
て
い
る
ね
」
と
、そ
の
認
識
を
共
有
す
る

こ
と
な
の
で
あ
る
。こ
れ
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
で
、こ
れ
が
で
き

る
の
は
、本
当
に
人
間
だ
け
な
の
だ
と
思
う
。こ
の
こ
と
が
、ヒ
ト

の
み
が
行
う
「
物
の
交
換
」
と
い
う
行
動
の
根
源
に
あ
る
の
だ
。

で
は
、次
回
も
ま
た
、ヒ
ト
だ
け
が
身
に
付
け
た
特
殊
な
力
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。 

私 と あ な た と  

物 


