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は
じ
め
に 

  

一
人
の
女
性
の
狂
気
へ
の
転
落
ま
で
を
描
き
、
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
『
無
明
長
夜
』
（
『
新

潮
』
一
九
七
〇
・
四
）
に
よ
っ
て
、
吉
田
知
子
の
名
は
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
、

吉
田
に
は
そ
れ
以
前
に
長
い
執
筆
歴
が
あ
り
、
発
表
さ
れ
た
作
品
数
も
か
な
り
の
数
に
上
る
①

。

そ
れ
ら
に
は
、
日
本
を
舞
台
に
し
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
外
地
を
舞
台
に
し
た
も
の
も
、
無
国
籍

の
も
の
も
あ
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
も
あ
れ
ば
、
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
品
も
あ
る
。
物
語
の

体
裁
を
有
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
断
片
の
集
積
と
い
う
形
式
の
も
の
も
あ
る
。 

 

本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
数
あ
る
作
品
の
中
か
ら
、
『
無
明
長
夜
』
の
作
品
世
界
②

と
の
強
い
結

び
つ
き
を
窺
わ
せ
る
三
つ
の
短
編
小
説
、
『
静
か
な
夏
』
（
『
ゴ
ム
』
八
号
、
一
九
六
七
・
六
）
、

『
終
り
の
な
い
夜
』
（
『
ゴ
ム
』
一
〇
号
、
一
九
六
八
・
三
）
、
『
そ
ら
』
（
『
新
潮
』
一
九

七
一
・
九
）
を
取
り
上
げ
、
多
彩
な
表
情
を
見
せ
る
初
期
吉
田
知
子
の
文
学
世
界
の
一
側
面
を

明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

吉
田
の
初
期
作
品
群
は
ま
さ
に
玉
石
混
交
と
い
え
る
が
、
『
静
か
な
夏
』
と
『
終
り
の
な
い

夜
』
は
、
吉
田
が
夫
の
吉
良
任
市
ら
と
浜
松
で
始
め
た
同
人
誌
『
ゴ
ム
』
に
発
表
さ
れ
た
後
、

前
者
は
『
文
学
界
』
一
九
六
七
年
九
月
号
の
同
人
雑
誌
評
で
取
り
上
げ
ら
れ
③

、
後
者
は
『
文

学
界
』
一
九
六
八
年
七
月
号
の
同
人
雑
誌
評
で
高
く
評
価
さ
れ
た
④

上
に
、
同
人
雑
誌
推
薦
作

と
し
て
転
載
さ
れ
、
と
、
い
ず
れ
も
早
く
か
ら
一
定
の
評
価
を
得
た
作
品
で
あ
る
。
『
そ
ら
』

は
『
無
明
長
夜
』
よ
り
も
後
に
『
新
潮
』
に
発
表
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
原
型
は
『
ゴ
ム
』

九
号
（
一
九
六
七
・
一
一
）
に
発
表
さ
れ
て
い
る
⑤

。
折
金
紀
男
が
初
出
版
へ
の
言
及
か
ら
吉

田
知
子
論
を
開
始
し
⑥

、
吉
良
任
市
が
「
吉
田
知
子
の
文
学
を
知
る
う
え
で
、
も
う
一
篇
紹
介

し
た
い
作
品
が
あ
る
。
」
と
し
て
論
の
最
後
に
改
稿
版
に
言
及
す
る
⑦

な
ど
（
こ
の
二
人
は
と

も
に
『
ゴ
ム
』
同
人
で
あ
る
）
、
こ
れ
も
ま
た
、
初
期
の
吉
田
知
子
を
代
表
す
る
一
編
で
あ
る
。 

 

 
 
 

一
、
『
無
明
長
夜
』
と
『
静
か
な
夏
』 

  

『
無
明
長
夜
』
の
主
人
公
「
私
」
は
、
あ
る
日
、
幼
児
を
助
け
よ
う
と
し
た
母
親
が
ト
ラ
ッ

ク
に
は
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
目
撃
す
る
。
「
私
」
は
、
足
下
に
転
が
っ
て
来
た
母
親
の
顔
に
笑

い
が
浮
か
ぶ
の
を
見
、
そ
の
笑
い
が
、
「
私
」
の
笑
い
を
見
て
「
反
射
的
に
同
じ
表
情
を
し
た
」

も
の
だ
っ
た
こ
と
に
気
づ
く
。
「
私
」
は
、
こ
の
事
故
を
目
撃
し
て
笑
っ
て
い
た
の
だ
。
こ
こ

で
の
「
私
」
は
、
人
と
し
て
の
倫
理
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。 

 

類
似
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
『
静
か
な
夏
』
で
も
描
か
れ
て
い
る
。
商
店
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し

て
い
る
主
人
公
「
私
」
は
、
あ
る
赤
ん
坊
の
死
を
知
る
。 

 
 

浜
田
さ
ん
の
赤
ん
ぼ
う
は
一
昨
日
、
こ
の
店
の
前
で
乳
母
車
に
乗
っ
て
い
た
。
店
の
前
の

道
は
傾
斜
し
て
い
る
が
、
大
抵
の
人
は
そ
の
ま
ま
車
を
お
く
。
傾
斜
は
店
の
端
か
ら
急
に

な
っ
て
、
か
な
り
の
坂
な
の
だ
が
、
店
の
前
の
道
路
だ
け
は
、
と
に
か
く
平
坦
に
み
え
る
。

そ
の
乳
母
車
が
ひ
と
り
で
に
走
り
だ
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
本
当
は
私
が
押
し
た
か
ら
だ

け
れ
ど
も
、
押
さ
な
く
て
も
乳
母
車
は
じ
り
じ
り
と
動
い
て
い
た
か
ら
、
ど
う
せ
同
じ
こ

と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

乳
母
車
は
電
柱
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
の
と
き
に
頭
を
打
っ
た
の
か
、
こ
の
赤
ん
坊
は
死
ん
だ
の

だ
。
店
の
商
品
に
手
を
伸
ば
し
た
と
き
、
乳
母
車
に
片
手
を
つ
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
だ
か

ら
、
意
図
的
な
行
為
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
「
私
」
に
自
責
も
反
省
も
後
悔
も
ま
っ
た
く

見
ら
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
私
」
も
ま
た
、
人
倫
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
。 

 
こ
の
赤
ん
坊
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
限
ら
ず
、
『
静
か
な
夏
』
の
「
私
」
は
、
総
じ
て
倫
理
や
道

徳
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
で
生
き
て
い
る
。
ア
ル
バ
イ
ト
先
か
ら
は
勝
手
に
抜
け
出
す
。
商
品
を

勝
手
に
持
ち
帰
る
。
首
に
リ
ボ
ン
を
付
け
た
子
猫
を
溝
川
に
捨
て
る
。
母
親
と
と
も
に
店
に
入

っ
て
き
た
二
歳
く
ら
い
の
女
の
子
の
頭
を
思
い
切
り
叩
く
。
同
じ
ア
パ
ー
ト
の
自
称
自
衛
官
の

男
に
誘
わ
れ
る
ま
ま
情
事
に
及
ぶ
。
毒
薬
を
食
事
に
混
ぜ
同
居
人
を
ゆ
っ
く
り
と
殺
そ
う
と
し
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て
い
る
…
…
。 

 
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
列
挙
し
た
事
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
『
静
か
な
夏
』
の
「
私
」
に

は
、
自
称
自
衛
官
の
男
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
除
け
ば
、
『
無
明
長
夜
』
の
「
私
」
に
認
め
ら
れ

る
よ
う
な
極
端
な
受
動
性
は
な
い
。
ま
た
、
先
に
触
れ
た
『
無
明
長
夜
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、

「
私
」
の
内
部
に
蠢
い
て
い
た
不
定
形
で
不
気
味
な
存
在
が
表
に
現
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で

の
「
私
」
が
崩
壊
し
、
狂
気
の
世
界
へ
と
転
落
す
る
一
過
程
と
し
て
あ
り
、
そ
の
前
後
の
「
私
」

が
、
確
か
な
も
の
と
し
て
の
御
本
山
と
新
院
に
縋
ろ
う
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
『
静
か
な
夏
』

の
「
私
」
に
は
そ
の
よ
う
な
指
向
性
は
な
い
。
『
静
か
な
夏
』
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ

う
に
、
あ
る
夏
の
一
日
の
連
続
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
若
干
の
回
想
を
も
交
え
な
が
ら
描
く
も

の
で
あ
り
、
主
人
公
は
、
人
倫
か
ら
外
れ
た
自
己
を
怖
れ
る
で
も
嫌
悪
す
る
で
も
な
く
、
自
分

の
日
常
を
ご
く
自
然
に
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
こ
の
作
品
の
凄
み
で
も
あ
る
⑧

。 

 

折
金
紀
男
は
、
こ
の
作
品
か
ら
作
者
の
「
関
係
憎
悪
の
論
理
」
を
読
み
取
る
⑨

。
折
金
は
、

『
静
か
な
夏
』
が
衝
撃
的
な
の
は
、
「
「
家
」
の
崩
壊
と
か
、
愛
の
不
在
と
か
、
現
代
の
倦
怠

を
す
る
ど
く
突
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
問
題
自
体
が
ど
う
だ
っ
て
い
い
こ
と

で
は
な
い
の
か
、
「
愛
」
な
ん
て
不
在
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
ど
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

私
達
を
と
り
ま
く
関
係
を
す
て
て
し
ま
え
ば
も
う
す
べ
て
が
た
だ
石
こ
ろ
の
よ
う
に
個
々
バ
ラ

バ
ラ
に
存
在
す
る
だ
け
な
の
だ
。
」
と
い
う
よ
う
な
、
「
私
達
の
関
係
に
対
す
る
認
識
を
根
底

か
ら
く
つ
が
え
す
よ
う
な
世
界
が
提
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
論
を
進
め

て
、
主
人
公
の
「
私
」
は
、
「
関
係
に
対
す
る
嫌
悪
か
ら
存
在
そ
の
も
の
の
不
快
感
へ
む
か
う
」

の
だ
と
い
う
。
だ
が
、
本
当
に
「
私
」
は
関
係
や
存
在
を
嫌
悪
し
て
い
る
の
か
。 

 

そ
も
そ
も
、
折
金
の
い
う
「
関
係
」
と
は
何
な
の
か
が
、
実
に
曖
昧
で
あ
る
。
「
私
」
の
ア

ル
バ
イ
ト
先
で
の
人
間
関
係
も
、
自
称
自
衛
官
の
男
と
の
行
き
ず
り
の
関
係
も
、
関
係
に
は
変

わ
り
な
い
。
「
私
」
は
、
自
称
自
衛
官
の
男
と
の
情
事
（
関
係
）
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ

り
、
拒
否
し
て
は
い
な
い
。
ア
パ
ー
ト
の
共
同
風
呂
で
出
く
わ
し
た
男
に
、
乳
房
に
触
ら
れ
な

が
ら
剃
刀
で
腋
毛
を
剃
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
抵
抗
す
る
こ
と
は
な
く
、
男
と
の
空
き
地
で

の
性
交
渉
も
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
る
。
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
「
私
」
の
投
げ
や
り
な

姿
勢
で
あ
り
、
相
手
や
関
係
に
対
す
る
無
関
心
で
は
あ
っ
て
も
、
関
係
そ
の
も
の
へ
の
嫌
悪
や

憎
悪
で
は
な
い
。
性
交
渉
の
と
き
に
「
私
」
は
、
男
が
付
け
て
い
る
ポ
マ
ー
ド
の
匂
い
を
嗅
ぎ
、

「
決
し
て
い
や
な
匂
い
で
は
な
い
の
に
」「
不
快
に
な
り
、何
だ
か
吐
き
そ
う
な
気
分
に
な
る
」。

折
金
は
こ
こ
に
「
存
在
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
嫌
悪
が
み
ご
と
に
表
現
さ
れ
る
」
と
い
う
の
だ

が
、
こ
こ
に
こ
そ
、
た
と
え
行
き
ず
り
の
関
係
で
あ
ろ
う
と
、
他
者
と
密
接
な
関
係
が
生
じ
て

し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
不
快
感
、
他
者
が
近
す
ぎ
る
こ
と
に
対
す
る
不
快
感
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
関
係
そ
の
も
の
に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
も

ち
ろ
ん
こ
こ
に
、
「
存
在
そ
の
も
の
に
た
い
す
る
嫌
悪
」
な
ど
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。 

 

「
私
」
は
、
他
者
や
他
者
と
の
関
係
、
社
会
の
約
束
事
等
々
を
重
要
視
し
て
い
な
い
。
そ
れ

ば
か
り
か
、
子
猫
、
赤
ん
坊
、
同
居
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
他
の
生
命
を
も

重
視
し
て
い
な
い
。
『
無
明
長
夜
』
の
「
私
」
の
内
部
で
蠢
き
、
や
が
て
は
「
手
袋
を
脱
ぐ
と

き
の
よ
う
に
、
く
る
り
と
裏
が
え
し
」
に
な
っ
て
表
に
現
れ
、
そ
れ
ま
で
の
「
私
」
を
崩
壊
に

導
く
こ
と
に
な
る
不
気
味
で
禍
々
し
い
存
在
こ
そ
が
、
『
静
か
な
夏
』
の
「
私
」
の
常
態
な
の

だ
。
「
私
」
は
、
男
と
空
地
へ
向
か
う
と
き
に
、
「
あ
あ
、
い
つ
か
来
た
こ
と
が
あ
る
」
「
あ

れ
は
夢
の
中
の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
か
」
と
思
う
。
「
私
」
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
が

「
夢
の
中
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
何
一
つ
と
し
て
、
こ
と
さ
ら
な
重
さ
を
持
つ
も
の
で
は

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

『
無
明
長
夜
』
と
『
静
か
な
夏
』
に
共
通
す
る
の
は
、
主
人
公
と
他
者
、
共
同
体
、
社
会
規

範
等
々
と
の
、
つ
ま
り
は
既
存
の
世
界
と
の
乖
離
で
あ
り
、
ズ
レ
で
あ
る
。
そ
の
ズ
レ
を
自
覚

し
て
救
い
を
求
め
る
も
の
の
得
ら
れ
ず
、
自
己
崩
壊
に
至
る
の
が
『
無
明
長
夜
』
の
「
私
」
で

あ
り
、
ほ
の
か
な
悪
意
を
漂
わ
せ
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
て
い
る
の
が
『
静
か
な
夏
』

の
「
私
」
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

  
 
 

二
、
『
無
明
長
夜
』
と
『
終
り
の
な
い
夜
』 

  
『
無
明
長
夜
』
の
主
人
公
「
私
」
は
、
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
を
引
き
ず
り
歩
い
て
い

る
。
そ
う
い
う
不
明
瞭
な
不
快
感
が
あ
り
ま
し
た
。
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
の

は
私
で
あ
り
、
ま
た
私
の
前
に
あ
る
途
方
も
な
く
長
い
道
な
の
で
す
。
」
と
語
っ
て
い
た
。
こ

の
感
覚
は
作
者
吉
田
知
子
自
身
の
も
の
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 
 
 

ど
こ
へ
行
っ
て
も
、
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
離
れ
ぬ
も
の
が
ひ
と
つ
、
あ
っ
た
。
私
は
、
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そ
れ
を
貴
重
品
の
入
っ
た
ト
ラ
ン
ク
の
よ
う
に
肌
身
離
さ
ず
持
ち
歩
い
た
。
な
に
も
貴
重

品
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
う
す
る
よ
り
他
な
か
っ
た
。 

 
 
 

そ
れ
を
、
私
の
ひ
と
つ
の
出
会
い
と
言
お
う
。
出
会
っ
た
の
は
十
一
、
二
歳
頃
。
よ
い

出
会
い
と
は
言
え
な
い
。
む
し
ろ
「
悪
魔
の
ほ
く
そ
笑
み
」
的
出
会
い
だ
っ
た
。
私
は
、

そ
れ
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
出
会
っ
た
も
の
は
、
何
が
何
だ
か
わ
け
の
わ
か

ら
ぬ
も
の
で
、
ど
う
や
ら
臭
気
を
発
し
て
い
る
ら
し
く
、
し
か
も
汚
ら
し
い
蒼
黄
色
を
し

て
い
た
。│

│

私
が
出
会
っ
た
も
の
、
そ
し
て
そ
れ
以
来
の
何
十
年
、
四
六
時
中
私
に
つ

き
ま
と
っ
て
離
れ
ぬ
い
や
ら
し
い
も
の
。
そ
れ
は
「
自
分
」
で
あ
る
。 

（
「
あ
る
出
会
い
」
⑩

） 

 

『
無
明
長
夜
』
が
私
小
説
的
な
作
品
だ
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
引
き
揚
げ
後
の
生
活
を

は
じ
め
と
す
る
吉
田
自
身
の
体
験
が
こ
の
作
品
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
幾
つ
か
の
エ
ッ

セ
イ
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
⑪

、
今
は
そ
こ
に
深
入
り
は
し
な
い
。
「
十
一
、
二
歳

頃
」
の
吉
田
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ
と
も
別
の
機
会
に
譲
ろ
う
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い

の
は
た
だ
一
つ
、
『
無
明
長
夜
』
の
作
品
世
界
に
は
、
作
者
自
身
の
自
己
へ
の
違
和
感
、
嫌
悪

感
が
流
れ
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

 

そ
し
て
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
四
六
時
中
私
に
つ
き
ま
と
っ
て
離
れ
ぬ
い
や
ら
し
い
も

の
」
で
あ
る
「
自
分
」
を
「
老
婆
」
と
し
て
形
象
化
し
、
反
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
で
描
い
た
作

品
が
、
『
終
り
の
な
い
夜
』
で
あ
ろ
う
。 

 

『
終
り
の
な
い
夜
』
は
、
い
つ
の
間
に
か
見
知
ら
ぬ
「
夜
の
街
」
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た

「
私
」
が
、
い
つ
ま
で
歩
い
て
も
そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
様
を
描
い
た
、
悪
夢
的
短
編
小
説

で
あ
る
。
「
私
」
は
、
宿
を
探
し
て
歩
い
て
い
る
途
中
で
出
会
っ
た
「
老
婆
」
と
同
行
す
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
「
老
婆
」
は
、
「
あ
ん
た
は
私
な
の
。
私
は
あ
ん
た
。
」
と
、
自
分

が
「
私
」
の
未
来
の
姿
な
の
だ
と
主
張
す
る
。
「
私
」
は
、
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

 
 

老
婆
の
中
の
ど
ん
な
所
も
私
は
好
き
で
は
な
か
っ
た
。
嫌
悪
で
胸
が
つ
か
え
る
ほ
ど
だ
っ

た
。
私
は
頭
を
振
っ
た
。
悪
夢
な
ら
さ
め
よ
。
尚
も
体
を
揺
す
っ
た
。
自
分
を
ふ
り
払
う

よ
う
に
。
そ
う
し
な
が
ら
、
そ
の
底
に
一
筋
の
鋭
い
愛
着
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
矛
盾
し
て

い
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
嫌
悪
も
愛
情
も
極
端
な
の
だ
。
一
点
の
美
も
、
正
も
な
い
形
。

そ
れ
は
ず
っ
と
、
は
て
し
な
い
昔
よ
り
私
の
望
ん
で
い
た
姿
で
は
な
い
か
。
ど
こ
か
ら
見

て
も
完
璧
に
醜
く
な
り
た
い
と
私
は
常
に
心
の
隅
で
強
く
希
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
。
た
だ
、
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
だ
け
な
の
だ
。
彼
女
こ
そ
私
の
本
質
な
の
だ
。 

 

「
私
」
の
こ
の
思
い
は
、
単
行
本
『
無
明
長
夜
』
（
新
潮
社
、
一
九
七
〇
・
九
）
「
後
記
」

の
次
の
文
章
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
だ
ろ
う
。 

 
 
 

う
っ
か
り
、
そ
の
に
お
い
（
自
分
の
体
臭
）
を
嗅
い
で
し
ま
っ
た
と
き
、
正
反
対
の
強

烈
な
感
情
が
私
を
襲
い
、
私
は
一
瞬
、
息
が
つ
ま
り
、
気
が
遠
く
な
り
ま
す
。│

│

自
分

へ
の
切
な
い
ほ
ど
の
愛
着
。
そ
の
場
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
何
も
か
も
投
げ
捨
て
た
く
な
る

よ
う
な
凄
ま
じ
い
嫌
悪
。
そ
れ
か
ら
憎
悪
の
あ
ま
り
一
寸
刻
み
に
自
分
の
体
を
切
り
苛
み

た
く
な
っ
た
り
し
ま
す
。
自
分
と
い
う
も
の
が
天
地
に
満
ち
て
い
る
。
無
理
や
り
口
中
に

詰
め
ら
れ
た
粘
土
の
よ
う
に
、
不
快
な
も
の
、
絶
対
に
の
が
れ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
と

し
て
、
そ
こ
に
「
在
る
」
。
そ
の
と
き
に
感
じ
る
重
い
激
烈
な
感
情
の
昂
り
は
、
私
の
悲

喜
哀
楽
の
情
の
ど
れ
と
も
ち
が
い
、
ど
れ
よ
り
も
強
い
の
で
す
。
（
括
弧
内
引
用
者
） 

 

先
に
引
用
し
た
「
あ
る
出
会
い
」
の
一
節
よ
り
も
直
裁
か
つ
強
烈
に
自
己
へ
の
嫌
悪
感
を
表

明
し
た
こ
の
文
章
は
、
そ
の
ま
ま
『
終
り
の
な
い
夜
』
の
自
己
解
説
と
な
っ
て
い
る
。
い
か
に

嫌
悪
し
よ
う
と
、
自
分
自
身
と
別
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
、
「
私
」
も
「
老
婆
」
と
別

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
『
終
り
の
な
い
夜
』
は
、
殺
そ
う
と
し
て
「
老
婆
」
の
首
を
絞
め
た

「
私
」
が
、
首
の
傷
口
の
穴
に
吸
い
込
ま
れ
落
ち
て
い
き
「
す
ぽ
ん
と
抜
け
で
て
」
、
再
び
歩

き
始
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
こ
の
「
終
わ
り
の
な
い
夜
」
の
中
で
、
「
私
」
は
何
度
も

繰
り
返
し
「
老
婆
」
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

折
金
紀
男
は
、
『
終
り
の
な
い
夜
』
を
、
「
関
係
に
対
す
る
憎
悪
と
恐
怖
の
い
り
ま
じ
っ
た

作
品
で
あ
る
」
と
す
る
⑫

が
、
自
分
自
身
に
対
す
る
愛
着
と
嫌
悪
の
い
り
ま
じ
っ
た
作
品
で
あ

る
、
と
す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
折
原
は
、
「
す
べ
て
の
も
の
が
無
関
係
に
な
っ
て
く
れ
た
ら

な
あ
。
こ
の
世
の
存
在
が
す
べ
て
、
無
関
係
に
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
自
立
し
て
、
孤
立
し
て
存

在
し
て
い
た
ら
い
い
と
思
う
。
私
た
ち
は
全
く
の
自
由
で
あ
り
、
伝
統
に
支
配
さ
れ
た
思
考
も

な
く
、
関
係
も
な
く
、
孤
立
し
て
い
る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
終
り
の
な
い
夜
」
の
世
界
か

ら
発
せ
ら
れ
る
切
な
る
願
い
で
あ
る
。
」
と
も
論
じ
る
の
だ
が
、
『
終
り
の
な
い
夜
』
に
認
め

ら
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。 
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私
は
探
す
の
に
倦
い
た
。
も
し
町
名
を
示
す
何
か
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
暗
さ
で
は
読
め
る

か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
に
第
一
、
私
は
も
う
自
分
の
町
も
家
も
忘
れ
て
い
た
。
思

い
出
し
方
さ
え
も
忘
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
今
日
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

何
も
か
も
始
終
忘
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
私
は
不
幸
で
も
な
く
幸
福
で
も
な
か
っ

た
。
今
、
目
の
前
に
あ
る
も
の
は
私
の
寝
ぐ
ら
や
私
の
家
族
や
、
私
の
肉
体
と
無
関
係
だ
。

私
自
身
も
ま
た
そ
れ
ら
と
無
関
係
で
あ
っ
て
い
け
な
い
理
由
は
な
い
。 

 

こ
れ
は
、
作
品
冒
頭
近
く
で
の
「
私
」
の
思
い
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
関

係
へ
の
拒
否
を
表
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
「
私
」
が
無
関
係
で
い
た
い
の
は
、
あ
く
ま
で

も
「
私
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
作
品
終
盤
の
「
た
と
え
、
あ
ん
た
が
私
の
未
来
だ
と
し
て

も
、
そ
れ
が
何
だ
っ
て
い
う
の
。
や
っ
ぱ
り
関
係
な
ん
か
な
い
で
し
ょ
。
あ
ん
た
は
余
分
に
す

ぎ
な
い
わ
」
と
い
う
言
葉
ま
で
、
そ
れ
は
一
貫
し
て
い
る
。 

 

『
無
明
長
夜
』
と
『
終
わ
り
な
き
夜
』
は
、
ど
ち
ら
も
作
者
自
身
が
抱
え
込
ん
だ
、
自
己
へ

の
違
和
感
、
嫌
悪
感
に
根
ざ
し
て
い
る
。
『
無
明
長
夜
』
で
は
世
界
と
の
ズ
レ
、
自
己
の
異
物

感
の
表
出
が
中
心
で
あ
り
、
自
己
嫌
悪
の
直
接
的
表
出
は
控
え
め
で
あ
る
が
、
『
終
わ
り
な
き

夜
』
は
、
自
己
嫌
悪
そ
の
も
の
を
正
面
か
ら
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

  
 
 

三
、
『
無
明
長
夜
』
と
『
そ
ら
』 

  

『
そ
ら
』
の
主
人
公
ノ
ザ
キ
ヨ
ネ
コ
は
小
学
一
年
生
。
教
室
で
教
師
に
名
前
を
呼
ば
れ
て
も

返
事
が
で
き
ず
、
学
校
で
の
集
団
生
活
に
も
な
じ
め
て
い
な
い
彼
女
は
、
「
容
易
に
人
と
な
じ

ま
な
い
陰
気
な
性
質
」
で
あ
っ
た
『
無
明
長
夜
』
の
主
人
公
「
私
」
と
同
類
の
少
女
で
あ
る
。

「
私
」
が
「
自
分
は
蚕
だ
」
と
思
い
込
む
「
ひ
と
り
遊
び
」
を
し
て
い
た
よ
う
に
、
ヨ
ネ
コ
は
、

休
み
時
間
に
一
人
、
「
何
か
に
な
る
」
こ
と
を
漠
然
と
願
い
な
が
ら
固
く
目
を
閉
じ
、
鉄
棒
に

つ
か
ま
っ
て
歩
く
。
「
私
」
が
「
ソ
カ
イ
ノ
オ
コ
ン
ジ
キ
（
疎
開
者
の
乞
食
）
と
意
地
悪
な
子

に
は
や
さ
れ
」
て
い
た
よ
う
に
、
ヨ
ネ
コ
も
ま
た
、
「
下
駄
箱
に
近
く
な
る
と
泣
き
た
く
な
る
。

ど
う
し
て
も
自
分
の
靴
が
な
く
な
っ
て
い
る
気
が
す
る
。
」
「
靴
が
あ
る
と
騙
さ
れ
た
感
じ
に

な
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
い
じ
め
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。 

 

だ
が
、
『
無
明
長
夜
』
の
「
私
」
と
同
類
と
は
い
っ
て
も
、
ヨ
ネ
コ
は
「
私
」
ほ
ど
孤
立
し

て
は
い
な
い
。
二
人
の
間
に
は
、
程
度
に
お
い
て
、
か
な
り
の
差
が
認
め
ら
れ
る
。
疎
開
者
の

母
子
家
庭
に
育
っ
た
「
私
」
と
は
違
い
、
ヨ
ネ
コ
に
は
父
母
と
も
に
あ
る
。
母
親
は
出
産
の
た

め
入
院
し
て
い
る
が
、
手
伝
い
に
来
て
い
る
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
が
代
わ
り
に
ヨ
ネ
コ
の
世
話
を
し

て
い
る
。
家
に
出
入
り
す
る
横
山
さ
ん
も
ヨ
ネ
コ
の
相
手
を
す
る
し
、
小
学
校
へ
は
一
学
年
上

の
恵
ち
ゃ
ん
が
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
。
友
達
と
も
遊
ぶ
。
友
達
の
家
の
飼
い
犬
の
股
を
観
察

す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
「
み
ん
な
で
丘
へ
の
ぼ
る
」
こ
と
も
あ
る
。
縄
跳
び
の
絵
を
描
け
ば
、

そ
こ
に
は
イ
ノ
ウ
エ
ミ
ツ
コ
と
タ
キ
グ
チ
カ
ヨ
コ
も
描
か
れ
る
。
総
じ
て
、
大
貫
玉
枝
以
外
に

は
友
達
の
い
な
か
っ
た
『
無
明
長
夜
』
の
「
私
」
に
比
べ
れ
ば
、
ヨ
ネ
コ
の
方
が
人
間
関
係
は

豊
か
で
あ
る
。 

 

も
っ
と
も
、
ヨ
ネ
コ
の
周
囲
の
人
た
ち
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
と
ヨ
ネ
コ
か
ら
離
れ
て
い
く
。

ま
ず
父
親
が
家
か
ら
い
な
く
な
り
、
次
い
で
母
親
も
い
な
く
な
る
。
手
伝
い
に
来
て
い
た
ヒ
デ

叔
母
さ
ん
も
去
り
、
横
山
さ
ん
の
来
訪
も
な
く
な
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
は
っ
き
り
し
な

い
。
父
親
と
横
山
さ
ん
は
一
緒
に
事
業
を
し
て
い
た
ら
し
く
、
何
か
警
察
が
関
わ
る
よ
う
な
事

態
が
発
生
し
た
よ
う
だ
。
父
親
は
刑
務
所
に
入
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
赤
ん
坊
が
す
ぐ
に
死

ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
も
影
響
し
た
の
か
、
夫
と
の
間
に
溝
が
で
き
て
い
た
ら
し
い
母
親
は
、
横

山
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
語
り
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
ヨ
ネ
コ
に
焦
点
化

さ
れ
て
お
り
、
ヨ
ネ
コ
が
知
ら
な
い
も
の
、
わ
か
ら
な
い
も
の
は
読
者
に
も
わ
か
ら
な
い
⑬

。

ヨ
ネ
コ
が
知
っ
て
い
る
こ
と
で
も
、
は
っ
き
り
と
言
語
化
で
き
な
い
も
の
は
伝
わ
ら
な
い
。
し

ば
ら
く
は
川
村
さ
ん
が
ヨ
ネ
コ
の
世
話
に
来
て
い
た
が
、
つ
い
に
ヨ
ネ
コ
は
祖
母
の
家
で
暮
ら

す
こ
と
に
な
る
。
ヨ
ネ
コ
と
と
も
に
汽
車
に
乗
っ
た
ヒ
デ
叔
母
は
、
同
乗
の
客
に
、
「
み
な
し

ご
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
」
と
い
う
。
父
母
は
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ヨ
ネ
コ
は
捨
て
ら
れ
た

子
ど
も
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
当
然
学
校
は
転
校
と
な
り
、
同
級
生
の
顔
ぶ
れ
も
変
わ
る
。 

 
こ
の
よ
う
な
生
活
環
境
の
変
化
に
合
わ
せ
て
、
ヨ
ネ
コ
に
も
変
化
が
生
じ
る
。
折
金
紀
男
は
、

先
に
触
れ
た
、
ヨ
ネ
コ
が
休
み
時
間
に
「
何
か
に
な
る
」
こ
と
を
願
い
な
が
ら
目
を
閉
じ
て
歩

く
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
用
し
て
、
「
彼
女
は
現
実
の
世
界
と
仲
が
よ
く
な
い
。
落
差
の
な
い
交
渉

が
な
い
。
彼
女
と
外
的
世
界
と
の
ど
う
し
て
も
つ
な
が
ら
な
い
懸
隔
が
あ
る
。
」
と
指
摘
し
⑭

、

吉
良
任
市
も
ま
た
、
同
じ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
用
し
て
、
ヨ
ネ
コ
の
「
内
的
世
界
と
外
的
世
界
の

断
絶
」
を
指
摘
す
る
⑮

の
だ
が
、
こ
の
「
懸
隔
」
「
断
絶
」
の
幅
は
、
作
品
の
中
で
変
わ
る
の
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だ
。 

 
少
し
詳
し
く
見
る
。
折
金
と
吉
良
が
と
も
に
重
視
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ヨ
ネ
コ
に
は
、
自
己
や
世
界
の
変
容
に
惹
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
応
接
室
の

テ
ー
ブ
ル
裏
側
の
糸
屑
が
「
蝶
の
糸
」
で
あ
る
こ
と
を
期
待
し
た
り
、
バ
ス
の
中
で
体
を
反
ら

せ
、
「
と
び
あ
が
っ
て
天
井
に
突
き
刺
さ
」
っ
て
い
る
乗
客
を
見
た
り
も
す
る
。
異
世
界
の
侵

入
に
、
怖
れ
つ
つ
も
惹
き
つ
け
ら
れ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
も
多
い
。
出
産
で
母
が
入
院
し
て
い

る
頃
の
夜
、
一
人
で
寝
る
ヨ
ネ
コ
は
、
障
子
の
破
れ
目
に
目
を
や
り
、
そ
こ
に
「
真
丸
の
顔
を

し
た
狸
の
オ
バ
ケ
」
の
姿
を
見
る
。
台
所
の
戸
棚
の
横
の
桟
は
、
「
ふ
だ
ん
は
な
ん
で
も
な
い

の
に
、
家
に
誰
も
い
な
い
と
オ
バ
ケ
に
な
る
」
。
病
気
で
寝
て
い
る
と
き
に
音
が
聞
こ
え
て
く

る
と
、
「
な
に
か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
が
、
そ
こ
ま
で
来
て
喋
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な

い
」
と
思
う
。
ヨ
ネ
コ
に
と
っ
て
現
実
は
堅
固
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
彼
女
は
異
世
界

と
の
親
和
性
が
強
い
の
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
体
験
が
、
両
親
に
去
ら
れ
て
か
ら
は
、
明

確
に
悪
夢
や
幻
視
の
体
験
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
深
化
す
る
。 

 

特
に
病
的
な
印
象
を
与
え
る
の
が
、
「
「
し
ま
」
に
い
る
つ
も
り
。
」
と
始
ま
る
、
ヨ
ネ
コ

の
見
た
悪
夢
と
思
し
き
断
片
で
あ
る
。
こ
こ
で
ヨ
ネ
コ
は
「
深
い
深
い
穴
の
中
」
に
い
て
、
「
頭

の
上
に
も
背
中
の
ほ
う
に
も
黒
い
大
き
な
も
の
が
い
る
」
。
そ
こ
に
は
女
の
子
も
い
て
、
そ
の

子
は
ヨ
ネ
コ
の
母
と
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。 

 
 

お
と
う
さ
ん
は
ね
え
…
…
ワ
ア
ア
ッ
と
急
に
耳
が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
の
大
声
で
叫
ぶ
の
で
ヨ

ネ
コ
は
心
臓
が
と
ま
る
。
ヨ
ネ
コ
が
眼
を
あ
け
て
み
る
と
女
の
人
は
、
ば
ら
ば
ら
に
ほ
ど

け
て
い
る
。
手
や
足
や
首
が
小
さ
く
ち
ょ
ん
切
れ
て
黒
い
土
の
上
に
落
ち
て
い
る
。
ヨ
ネ

コ
は
、
そ
れ
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
拾
っ
て
植
え
る
。
手
は
指
の
あ
る
ほ
う
が
根
か
し
ら
。
そ

れ
と
も
肩
の
ほ
う
か
な
。
そ
れ
を
間
違
え
る
と
根
が
つ
か
な
い
。
芽
が
出
て
こ
な
い
。
そ

う
す
る
と
花
が
咲
か
な
い
で
し
ょ
。 

 

こ
の
夢
の
素
材
が
、
ヨ
ネ
コ
の
記
憶
の
中
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

た
「
女
の
人
」
は
、
女
の
子
が
「
四
十
の
小
母
さ
ん
」
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
女
の
子

は
、
か
つ
て
母
と
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
が
見
て
い
た
「
古
ぼ
け
た
写
真
」
の
中
の
「
帽
子
を
か
ぶ
っ

た
痩
せ
た
女
の
子
」
で
あ
る
。
そ
の
子
が
二
人
の
姉
「
文
子
姉
さ
ん
」
で
、
写
真
は
新
京
の
公

園
で
撮
影
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
文
子
は
「
十
五
で
死
ん
で
」
、
「
生
き
て
い
れ
ば
四
十

一
」
だ
と
い
う
こ
と
を
ヨ
ネ
コ
は
聞
い
て
い
た
。
こ
の
時
、
父
母
の
間
に
は
既
に
亀
裂
が
入
っ

て
お
り
、
写
真
を
見
な
が
ら
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
に
、
「
あ
の
人
は
あ
ん
た
に
あ
げ
る
わ
。
ヨ
ネ
コ

も
一
緒
に
引
き
取
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
。
」
と
い
う
母
の
手
か
ら
、
ヨ
ネ
コ
は
写
真
を
奪
い
取
り
、

破
り
捨
て
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。
「
手
や
足
や
首
が
小
さ
く
ち
ょ
ん
切
れ
て
」
い
る
こ
と
に

は
、
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
タ
ジ
マ
ヨ
シ
エ
が
交
通
事
故
に
遭
い
、
「
足
が
ち
ょ
ん
切
れ
ち
ゃ
っ
た

ん
だ
よ
」
と
噂
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
夢
の
素
材
は
明
ら
か
で

あ
り
、
写
真
の
女
の
子
が
バ
ラ
バ
ラ
に
な
る
意
味
も
解
釈
は
容
易
だ
が
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た

四
肢
を
ヨ
ネ
コ
が
拾
っ
て
植
え
る
と
い
う
件
は
、
安
易
な
意
味
づ
け
を
拒
む
も
の
で
あ
り
、
淡

々
と
し
た
雰
囲
気
が
よ
り
不
気
味
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
夢
の
舞
台
と
な
っ
て
い

る
「
し
ま
」
が
、
後
に
、
死
ん
だ
赤
ん
坊
や
死
ん
だ
と
も
噂
さ
れ
た
タ
ジ
マ
ヨ
シ
エ
が
い
る
場

所
と
し
て
ヨ
ネ
コ
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
の
ヨ
ネ
コ
は
、
死
の
世
界

に
近
づ
い
て
い
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

引
っ
越
し
た
ば
か
り
の
頃
に
も
ヨ
ネ
コ
は
悪
夢
を
見
て
い
る
。
ヨ
ネ
コ
は
大
男
に
追
い
か
け

ら
れ
る
。
「
ヨ
ネ
コ
は
部
屋
の
隅
に
へ
ば
り
つ
く
。
ベ
ラ
ジ
さ
ま
、
と
言
う
。
ベ
ラ
ジ
さ
ま
は
、

長
い
布
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。顔
の
と
こ
ろ
だ
け
透
け
て
見
え
る
。気
味
の
悪
い
顔
を
し
て
笑
う
」。

「
ベ
ラ
ジ
さ
ま
」
は
、
ヨ
ネ
コ
独
自
の
信
仰
対
象
で
あ
る
。
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
は
な
ん
で
も

ベ
ラ
ジ
さ
ま
が
や
っ
て
い
る
」
と
考
え
て
い
る
ヨ
ネ
コ
は
、
こ
の
信
仰
対
象
に
、
上
級
生
が
見

失
い
探
し
出
せ
な
か
っ
た
鞠
か
ら
ニ
ッ
タ
ヨ
シ
オ
の
色
鉛
筆
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
を
お
供
え

し
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
悪
夢
に
お
い
て
、
「
ベ
ラ
ジ
さ
ま
」
は
ヨ
ネ
コ
を
助
け
て
は
く
れ
な

い
。 

 

幻
視
体
験
と
見
ら
れ
る
も
の
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。 

 
 
 

十
月
の
夕
暮
、
ヨ
ネ
コ
は
高
い
木
の
下
で
、
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
。
鳥
も
飛
ば
な
い
宵

闇
の
中
で
何
か
の
手
が
自
分
を
さ
ら
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
を
感
じ
て
い
る
。
赤
ち

ゃ
ん
は
楡
の
梢
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
。
あ
の
日
、
ほ
ん
の
一
瞬
だ
け
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
の

腕
の
中
に
い
た
、
厚
く
く
る
ま
れ
て
い
た
赤
ち
ゃ
ん
は
最
後
の
夕
焼
け
の
赤
い
光
の
中
に

浮
い
て
い
る
。 

 

こ
の
幻
視
体
験
は
、ヨ
ネ
コ
の
汽
車
で
の
引
っ
越
し
を
語
る
断
片
の
冒
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。

続
く
引
っ
越
し
後
の
生
活
を
語
る
断
片
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。 
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小
さ
な
獣
が
い
る
。
黒
い
口
を
し
て
尻
尾
は
靴
ブ
ラ
シ
の
よ
う
、
体
は
丸
い
筒
の
よ
う
。

草
の
茂
っ
た
間
に
い
る
か
ら
こ
ま
か
な
と
こ
ろ
は
、
わ
か
ら
な
い
。
ヨ
ネ
コ
に
何
か
用
な

の
か
も
知
れ
な
い
。
ベ
ラ
ジ
さ
ま
の
お
使
い
な
の
？ 

お
祭
り
の
笛
を
聞
く
と
山
か
ら
鳥

が
お
り
て
く
る
。
獣
も
そ
う
か
し
ら
。
一
生
懸
命
見
て
い
た
の
に
、
茂
み
の
下
の
、
ヨ
ネ

コ
が
さ
っ
き
か
ら
見
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、
い
つ
の
間
に
か
何
も
な
く
な
っ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
幻
視
体
験
は
、
一
人
置
き
去
り
に
さ
れ
る
前
の
ヨ
ネ
コ
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
両
親
と
の
生
活
の
中
で
も
、
一
人
き
り
と
な
っ
た
ヨ
ネ
コ
が
オ
バ

ケ
を
見
た
こ
と
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
も
は
や
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
両

親
が
去
っ
た
後
、
現
実
世
界
と
の
「
懸
隔
」
は
広
が
り
、
ヨ
ネ
コ
は
異
世
界
と
の
親
和
性
を
い

っ
そ
う
深
め
て
い
る
の
だ
。 

 

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
祖
母
の
も
と
に
移
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、

ヨ
ネ
コ
は
や
や
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す
よ
う
で
あ
る
。
作
品
を
締
め
括
る
二
つ
の
断
片
を
見
て

み
よ
う
。 

 

引
っ
越
し
後
の
ヨ
ネ
コ
は
、
「
お
ば
あ
さ
ん
と
寝
て
い
る
」
。
一
人
遊
び
の
時
間
も
多
い
が
、

一
緒
に
遊
ぶ
新
し
い
友
人
も
で
き
た
よ
う
だ
。
学
校
に
「
色
紙
や
千
代
紙
を
持
っ
て
行
っ
て
、

い
ろ
ん
な
も
の
を
作
る
」
と
き
に
は
、
「
組
に
は
ヨ
ネ
コ
ほ
ど
千
代
紙
を
持
っ
て
い
る
子
は
他

に
な
い
」
。
引
っ
越
し
前
は
、
タ
キ
グ
チ
カ
ヨ
コ
が
「
緑
色
」
で
「
ま
ん
ま
る
」
、
キ
ク
チ
マ

サ
コ
が
「
鶏
の
ト
サ
カ
色
」
、
イ
ノ
ウ
エ
ミ
ツ
コ
が
「
黄
色
」
で
「
完
璧
な
ま
ん
ま
る
」
の
石

を
そ
れ
ぞ
れ
持
っ
て
い
る
の
に
、
ヨ
ネ
コ
は
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
持
た
な
い
側
に
い
た
ヨ
ネ

コ
は
、
持
っ
て
い
る
側
に
変
わ
っ
た
の
だ
。
先
生
と
の
関
係
に
も
変
化
が
見
ら
れ
る
。
転
校
前

は
、
担
任
の
先
生
は
他
の
子
供
た
ち
の
耳
は
引
っ
張
る
の
に
、
「
ヨ
ネ
コ
の
耳
を
引
っ
ぱ
ら
な

い
」
し
「
ヨ
ネ
コ
の
ほ
う
を
見
な
い
」
。
「
よ
い
に
お
い
の
す
る
女
の
先
生
」
も
ヨ
ネ
コ
の
問

い
か
け
に
は
「
返
事
を
し
な
い
」
。
と
こ
ろ
が
、
転
校
後
の
「
あ
っ
た
か
な
匂
い
が
す
る
」
先

生
は
ヨ
ネ
コ
に
話
し
か
け
て
い
る
。
最
も
注
目
す
べ
き
は
、
休
み
時
間
の
ヨ
ネ
コ
の
姿
で
あ
る
。

「
男
の
子
た
ち
は
馬
と
び
を
や
っ
て
い
る
。
ヨ
ネ
コ
は
、
ひ
ん
が
ら
目
を
し
て
み
る
。
い
い
も

ん
、
と
言
う
。
眼
を
つ
ぶ
っ
た
っ
て
、
何
も
変
り
ゃ
し
な
い
」
。
自
己
や
世
界
の
変
容
へ
の
期

待
は
、
ヨ
ネ
コ
か
ら
消
え
失
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。 

 

こ
う
列
挙
し
て
い
く
と
、
ヨ
ネ
コ
は
、
一
人
置
き
去
り
に
さ
れ
る
以
前
に
戻
る
ど
こ
ろ
か
、

現
実
と
の
和
解
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
て
く
る
。
ヨ
ネ
コ
が
「
も
う
ベ
ラ
ジ

語
は
忘
れ
」
、
「
ベ
ラ
ジ
さ
ま
に
つ
い
て
思
い
だ
そ
う
」
と
し
て
も
、
「
ベ
ラ
ジ
さ
ま
は
真
白

け
の
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う

、
、
、
、
、
、
」
だ
と
い
う
の
も
、
こ
の
見
方
を
補
強
す
る
。
だ
が
、
一
方
で
、
夢
な
の

か
幻
視
な
の
か
は
定
か
で
な
い
が
、
「
寝
て
い
る
と
カ
ー
テ
ン
の
向
う
を
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
く
ら

い
の
火
の
玉
が
つ
な
が
っ
て
通
っ
て
行
く
」
よ
う
な
こ
と
も
、
い
ま
だ
に
あ
る
ら
し
い
。
ま
た
、

「
ラ
ン
ド
セ
ル
が
重
い
日
は
変
な
日
。
す
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
パ
ッ
と
這
入
り
こ
ん

で
く
る
も
の
が
あ
る
。
な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
。
」
と
い
っ
た
思
い
を
抱
く
こ
と
も
あ
る
。
こ

の
点
は
、
「
教
室
へ
は
い
る
と
ヨ
ネ
コ
は
自
分
の
机
の
中
に
手
を
入
れ
る
。
見
る
の
は
、
こ
わ

い
。
な
に
か
が
、
ヨ
ネ
コ
の
い
な
い
間
に
そ
の
中
へ
も
ぐ
り
こ
ん
で
ヨ
ネ
コ
を
待
っ
て
い
る
。
」

と
い
う
前
の
学
校
で
の
ヨ
ネ
コ
、
「
む
す
う
ん
で
、
と
言
っ
て
両
手
を
握
る
。
ひ
ら
あ
い
い
て
、

と
歌
っ
て
も
手
は
開
か
な
い
。
手
を
あ
け
る
の
が
怖
い
。
掌
の
中
に
何
か
が
這
入
っ
て
い
る
。

い
く
ら
力
を
い
れ
て
し
め
て
も
隙
間
が
で
き
る
。
そ
の
隙
間
に
変
な
も
の
が
は
い
り
こ
ん
で
い

る
。
ヨ
ネ
コ
は
握
り
拳
を
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
る
。
」
と
い
う
川
村
さ
ん
の
世
話
で
暮
ら
す
よ
う
に

な
っ
て
か
ら
の
ヨ
ネ
コ
と
、
何
も
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。 

 

そ
う
で
あ
れ
ば
、
引
っ
越
し
後
の
ヨ
ネ
コ
の
落
ち
着
き
は
、
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
の
意
味
を
持

た
な
い
。
確
か
に
祖
母
や
新
し
い
担
任
の
存
在
な
ど
は
プ
ラ
ス
要
素
だ
が
、
こ
れ
ら
が
ど
れ
ほ

ど
の
も
の
を
今
後
も
ヨ
ネ
コ
に
も
た
ら
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
定
か
で
な
い
。
彼
女
は

た
だ
、
自
己
や
世
界
の
変
容
を
諦
め
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
世
界
と
自
分
と
の

ズ
レ
を
、
仕
方
な
く
受
け
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
後
の
断
片
で
、

「
木
に
登
る
」
ヨ
ネ
コ
が
、
「
も
う
ひ
と
つ
上
の
枝
に
ど
う
し
て
も
手
が
届
か
な
い
」
た
め
に

「
つ
や
紙
よ
り
き
れ
い
に
光
っ
て
い
る
カ
ラ
ス
ウ
リ
」
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
て
い
る
の
も
、
こ
の
断
片
が
、
「
ヨ
ネ
コ
は
千
人
の
小
人
に
千
本
の
絹
糸
で

引
っ
ぱ
ら
れ
て
地
の
底
へ
沈
ん
で
い
く
。
」
と
の
一
文
で
閉
じ
ら
れ
る
の
も
、
ヨ
ネ
コ
の
未
来

が
決
し
て
明
る
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

 

た
だ
し
、
ヨ
ネ
コ
が
祖
母
の
も
と
へ
転
居
し
て
か
ら
の
こ
と
を
語
る
、
最
後
か
ら
三
つ
目
の

断
片
に
、
「
数
千
本
の
、
す
き
と
お
っ
た
絹
糸
を
引
っ
ぱ
っ
て
い
る
数
千
人
の
小
人
た
ち
。
ヨ

ネ
コ
は
床
の
上
の
小
人
た
ち
が
ヨ
ネ
コ
の
体
を
倒
そ
う
と
し
て
い
る
の
に
必
死
で
抵
抗
す
る
。

ヨ
ネ
コ
の
両
方
の
瞼
に
も
何
十
本
も
の
絹
糸
が
縫
い
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
小
人
た
ち
は
糸
を
引
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っ
ぱ
る
。
下
へ
、
下
へ
。
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
、
こ
の
文
章
が
、
ヨ
ネ
コ
が
眠
り
に
落
ち
て

い
く
様
子
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
⑯

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
全
体
の
締
め
括
り
も
ま

た
、
単
に
ヨ
ネ
コ
が
眠
り
に
つ
く
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
た
と
え
そ

う
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
時
の
眠
り
が
、
先
に
触
れ
た
大
男
に
追
い
か
け
ら
れ
る
悪
夢
に
繋
が
っ

て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
最
終
場
面
に
も
、
や
は
り
不
穏
な
空
気
が
立
ち
籠
め
て
く
る
。 

 

ヨ
ネ
コ
は
最
後
ま
で
異
世
界
と
の
親
和
性
を
保
ち
続
け
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
ヨ
ネ

コ
と
現
実
世
界
と
の
ズ
レ
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
ズ
レ
は
、

両
親
が
去
っ
て
か
ら
祖
母
の
家
に
行
く
ま
で
の
時
期
が
最
も
大
き
い
。
悪
夢
と
幻
視
を
伴
う
こ

の
時
期
の
ヨ
ネ
コ
は
、
『
無
明
長
夜
』
の
「
私
」
と
か
な
り
近
い
と
こ
ろ
に
い
る
と
い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
転
居
後
の
ヨ
ネ
コ
に
、
こ
の
先
ど
の
よ
う
な
人
生
が
待
っ
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら

な
い
が
、
「
ベ
ラ
ジ
さ
ま
」
や
「
あ
れ
、
、
」
⑰

と
い
っ
た
存
在
を
創
り
出
し
て
し
ま
う
ヨ
ネ
コ
に
、

御
本
山
や
新
院
に
縋
る
「
私
」
の
よ
う
な
人
生
が
待
っ
て
い
る
可
能
性
も
、
な
い
と
は
い
え
ま

い
。 

 

世
界
と
の
ズ
レ
を
抱
え
、
抵
抗
の
す
べ
も
な
く
、
そ
の
ズ
レ
と
と
も
に
生
き
る
ほ
か
は
な
い

幼
い
少
女
を
描
い
た
作
品
が
『
そ
ら
』
で
あ
り
、
ズ
レ
に
抗
い
な
が
ら
も
抗
い
き
れ
な
か
っ
た

女
性
を
描
い
た
作
品
が
『
無
明
長
夜
』
な
の
だ
と
い
え
よ
う
⑱

。 

  
 
 
 

お
わ
り
に 

  

以
上
、
『
無
明
長
夜
』
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
『
静
か
な
夏
』
『
終
わ
り
の
な
い
夜
』
『
そ

ら
』
の
作
品
世
界
を
見
て
き
た
。
吉
田
は
、
あ
る
エ
ッ
セ
イ
で
、
「
結
局
の
と
こ
ろ
、
私
の
作

品
の
主
人
公
は
私
で
あ
り
、
そ
れ
は
救
い
よ
う
も
な
い
蒙
昧
の
底
に
沈
ん
で
い
る
の
で
、
私
は

そ
れ
に
つ
い
て
何
も
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
」
と
語
っ
て
い
る
⑲

が
、
こ
れ
ら

の
作
品
で
、
吉
田
知
子
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
世
界
か
ら
ズ
レ
て
し
ま
っ
て
い
る
自
己
を
、

そ
の
よ
う
な
自
己
へ
の
嫌
悪
と
愛
着
を
、
繰
り
返
し
表
現
し
て
き
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の

中
で
最
も
大
き
な
作
品
で
あ
り
、
最
も
成
功
し
た
作
品
が
『
無
明
長
夜
』
で
あ
っ
た
。 

  

注 ① 
 

久
保
田
裕
子
「
吉
田
知
子
初
期
作
品
の
構
図│

│

同
人
雑
誌
時
代
の
活
動
か
ら│

│

」

（
『
淵
叢
』
六
号
、
一
九
九
七
・
三
）
が
、
こ
の
頃
の
吉
田
の
執
筆
活
動
に
つ
い
て
精
査
し

て
い
る
。 

② 

『
無
明
長
夜
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
吉
田
知
子
『
無
明
長
夜
』
論│

│

そ
の
物
語
性
と
構

造│
│

」
（
『
梅
花
女
子
大
学
文
化
表
現
学
部
紀
要
』
16
、
二
〇
二
〇
・
三
）
で
詳
論
し
た
。

本
稿
は
そ
こ
で
の
論
旨
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。 

③ 

駒
田
信
二
「
同
人
雑
誌
評 

仕
事
と
い
う
も
の
」
。
駒
田
は
『
静
か
な
夏
』
を
「
ま
こ
と

に
無
気
味
な
小
説
」
と
し
て
紹
介
し
、
「
全
体
に
た
だ
よ
う
無
気
味
な
妖
気
を
読
む
べ
き
で

あ
る
」
と
述
べ
る
。 

④ 

林
富
士
馬
「
同
人
雑
誌
評 

さ
ま
ざ
ま
な
「
小
説
空
間
」
」
。
林
は
『
終
り
の
な
い
夜
』

を
「
新
し
い
観
念
小
説
、
抽
象
風
な
小
説
」
で
、
「
類
型
的
な
も
の
で
は
な
く
、
猿
真
似
で

な
い
作
者
の
個
性
を
あ
ら
わ
に
示
し
、
文
体
は
極
度
に
現
象
的
具
象
的
で
、
む
し
ろ
土
俗
的

な
感
覚
が
面
白
い
」
と
高
く
評
価
し
た
。 

⑤ 

改
稿
版
の
『
そ
ら
』
は
二
十
七
の
断
片
の
集
積
と
い
う
形
式
の
作
品
で
あ
る
が
、
初
出
版

で
は
断
片
形
式
は
採
用
さ
れ
ず
、
改
稿
版
の
七
つ
め
の
断
片
ま
で
の
内
容
が
、
切
り
分
け
ら

れ
る
こ
と
な
く
語
ら
れ
て
い
る
。
語
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
多
少
の
異
同
が
あ
り
、
時
代

背
景
も
異
な
っ
て
い
る
。
改
稿
版
の
主
人
公
ノ
サ
キ
ヨ
ネ
コ
は
、
発
表
年
と
同
じ
一
九
七
一

年
を
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
ヨ
ネ
コ
の
伯
母
・
文
子
が
十
五
歳
で
死
ん
で
か
ら
二
十

六
年
が
経
過
し
て
お
り
、
文
子
は
終
戦
前
後
に
満
州
で
死
ん
だ
も
の
と
推
察
さ
れ
る
）
が
、

初
出
版
の
主
人
公
ノ
ザ、
キ
ヨ
ネ
コ
は
、太
平
洋
戦
争
開
戦
前
後
頃
の
時
代
を
生
き
て
い
る（
Ａ

Ｂ
Ｃ
Ｄ
作
戦
を
模
し
て
遊
ぶ
子
や
九
七
式
艦
上
攻
撃
機
の
真
似
を
す
る
子
、
高
勢
実
乗
の
ギ

ャ
グ
「
あ
の
ね
ー
、
お
っ
さ
ん
、
わ
し
ゃ
か
な
わ
ん
よ
う
」
を
叫
ぶ
子
、
国
民
歌
「
紀
元
二

千
六
百
年
」
を
歌
う
子
が
い
る
。
「
大
戦
争
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
よ
。
」
「
家
中
み
ん
な

で
満
州
へ
行
く
ん
だ
よ
」
と
い
っ
た
言
葉
が
発
せ
ら
れ
る
。
末
尾
に
は
〈
戦
争 

第
一
章
〉

と
記
さ
れ
て
い
る
）
。 

⑥ 

「
関
係
憎
悪
の
論
理│

│

吉
田
知
子
論
」
（
『
吉
田
知
子
作
品
選
』
深
夜
叢
書
社
、
一
九

七
一
・
四
、
所
収
）
。 
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⑦ 
「
吉
田
知
子 

具
象
的
観
念
の
文
学
」
（
『
ふ
る
さ
と
の
文
学 

静
岡
』
文
京
書
房
、
一

九
七
四
・
四
、
所
収
）
。 

⑧ 
 

「
私
」
の
同
居
人
で
あ
り
「
私
」
に
毒
を
盛
ら
れ
続
け
て
い
る
祐
吉
が
、
勤
め
先
の
写
真

屋
の
「
ア
イ
ち
ゃ
ん
」
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
り
、
「
私
」
の
勤
務
態
度
を

咎
め
る
店
の
お
か
み
さ
ん
が
、
赤
ん
坊
を
乗
せ
た
ま
ま
の
乳
母
車
が
電
柱
に
ぶ
つ
か
っ
た
と

き
「
薄
く
笑
っ
て
い
た
」
り
と
、
「
私
」
を
取
り
巻
く
人
々
も
ま
た
人
倫
か
ら
外
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
こ
の
作
品
を
い
っ
そ
う
不
穏
な
も
の
に
し
て
い
る
。 

⑨ 

注
⑥
に
同
じ
。 

⑩ 

『
猫
の
目
、
女
の
目
』
（
大
和
書
房
、
一
九
七
四
・
五
）
所
収
。 

⑪ 

「
童
心
の
ふ
る
さ
と
方
広
寺
」
（
『
さ
り
げ
な
く
生
き
る
幸
福
』
海
竜
社
、
一
九
八
一
・
一

〇
、
所
収
）
な
ど
。 

⑫ 
 

注
⑥
に
同
じ
。 

⑬ 
 

代
表
的
な
も
の
が
「
し
ま
」
で
あ
る
。
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
が
そ
こ
に
戻
る
こ
と
を
良
し
と
し
、

母
が
そ
れ
を
拒
絶
す
る
「
し
ま
」
と
は
ど
こ
な
の
か
、
最
後
ま
で
わ
か
ら
な
い
。
ヨ
ネ
コ
の

中
で
は
「
し
ま
」
は
、
両
親
か
ら
死
ん
で
し
ま
っ
た
赤
ん
坊
ま
で
、
自
分
の
傍
か
ら
い
な
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
者
が
い
る
、
向
こ
う
側
の
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

 
 

荒
川
洋
治
「
解
説 

親
し
み
の
あ
る
光
景
」
（
講
談
社
文
芸
文
庫
『
お
供
え
』
二
〇
一
五

・
四
、
所
収
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
眺
望
の
き
か
な
い
こ
と
」
、
「
視
界

が
得
ら
れ
な
い
」
こ
と
は
、
吉
田
作
品
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
『
そ
ら
』
に
先
行
す
る
『
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
』
（
『
ゴ
ム
』
一
号
、
一
九
六
三
・
八
）
か
ら
荒
川
が
言
及
す
る
『
常
寒
山
』

（
『
文
学
界
』
一
九
九
三
・
七
）
や
長
編
『
日
本
難
民
』
（
『
新
潮
』
二
〇
〇
二
・
一
〇
）

等
々
ま
で
、
多
く
の
作
品
を
貫
い
て
い
る
。 

 
 

な
お
、
改
稿
版
で
「
し
ま
」
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
初
出
版
で
は
「
満
州
」
と
さ
れ

て
い
る
。
「
ヨ
ネ
コ
は
、
ま
た
、
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
み
る
。
「
し
ま
」
へ
行
く
の
、
わ
た
し
、

と
暗
号
で
言
っ
て
み
る
。
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
が
そ
う
言
っ
た
ん
だ
も
の
。
お
と
う
さ
ん
と
お
か

あ
さ
ん
と
家
中
み
ん
な
で
「
し
ま
」
へ
行
く
ん
だ
っ
て
。
お
か
あ
さ
ん
は
怖
い
顔
を
し
て
、

ま
た
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
、
と
叱
る
。
」
（
改
稿
版
）
。
「
ヨ
ネ
コ
は
ま
た
い
ろ
い
ろ
言
っ

て
み
る
。
本
当
に
み
ん
な
で
満
州
へ
行
く
の
、
と
暗
号
で
言
っ
て
み
る
。
ヒ
デ
叔
母
さ
ん
は
、

 

お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
と
家
中
み
ん
な
で
満
州
へ
行
く
ん
だ
よ
、
あ
ん
た
た
ち
、
と
言
う
。

お
母
さ
ん
は
、
そ
ん
な
こ
と
黙
っ
て
な
さ
い
、
と
、
こ
わ
い
顔
を
す
る
。
」
（
初
出
版
）
。

初
出
版
で
は
、
こ
こ
に
謎
は
な
い
。 

⑭ 
 

注
⑥
に
同
じ
。 

⑮ 

注
⑦
に
同
じ
。
な
お
、
吉
良
は
、
「
「
そ
ら
」
の
主
人
公
は
、
い
つ
で
も
た
だ
ひ
と
り
で
、

自
分
の
な
か
に
自
分
の
場
所
を
つ
く
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
」
「
作
者
が
「
そ
ら
」
で
み
せ

た
人
間
関
係
の
無
視
、
つ
ま
り
内
的
世
界
と
外
的
世
界
の
断
絶
は
、
子
供
の
頃
か
ら
馴
ら
さ

れ
て
き
た
作
者
の
眼
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
」
と
論
じ
て
い
る
の
だ
が
、
「
人
間
関
係
の

無
視
」
と
「
内
的
世
界
と
外
的
世
界
の
断
絶
」
を
「
つ
ま
り
」
と
い
う
接
続
語
で
繋
ぐ
こ
と

に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ネ
コ
は
「
い
つ
で
も
た
だ
ひ
と
り
」
と

い
う
わ
け
で
は
な
く
、
『
そ
ら
』
の
作
品
世
界
に
「
人
間
関
係
の
無
視
、
、
」
を
認
め
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
む
し
ろ
『
静
か
な
夏
』
に
ふ
さ
わ
し
い
。 

⑯ 

こ
の
文
章
は
お
そ
ら
く
、
サ
ル
ト
ル
『
水
入
ら
ず
』
の
冒
頭
近
く
に
あ
る
、
「
ア
ン
リ
ー

は
始
終
リ
ュ
リ
ュ
に
い
つ
た
も
の
だ
。
俺
は
眼
を
閉
じ
た
が
最
後
、
細
い
丈
夫
な
沢
山
の
糸

で
縛
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
に
な
る
。
も
う
小
指
す
ら
上
げ
ら
れ
な
い
。
蜘
蛛
の
巣
に
絡
み
取

ら
れ
た
蠅
な
ん
だ
。
（
略
）
ま
だ
ア
ン
リ
ー
が
好
き
だ
つ
た
頃
、
そ
し
て
ア
ン
リ
ー
が
こ
の

通
り
麻
痺
状
態
に
な
つ
て
、
リ
ュ
リ
ュ
の
そ
ば
に
寝
て
い
る
と
き
、
リ
ュ
リ
ュ
は
子
供
の
時

分
、
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
の
話
を
読
ん
で
、
そ
の
お
り
挿
画
で
見
た
の
と
同
じ
よ
う
な
小
び
と
達
の

手
に
か
か
つ
て
、
夫
が
根
気
よ
く
、
が
ん
じ
が
ら
め
に
縛
り
あ
げ
ら
れ
た
の
だ
と
空
想
し
て

楽
し
む
の
だ
つ
た
。
」
（
伊
吹
武
彦
訳
。
引
用
は
『
サ
ル
ト
ル
全
集 

第
五
巻 

壁
』
人
文

書
院
、
一
九
五
〇
・
一
二
、
に
拠
る
）
と
い
う
文
章
に
由
来
し
て
い
る
。
吉
田
は
、
エ
ッ
セ

イ
「
私
が
選
ん
だ
道
」
（
『
あ
ざ
や
か
に
女
の
季
節
』
海
竜
社
、
一
九
八
五
・
五
、
所
収
）

で
「
も
し
か
し
た
ら
、
サ
ル
ト
ル
に
は
影
響
を
受
け
た
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
語
っ
て
お
り
、

講
談
社
文
芸
文
庫
『
お
供
え
』
（
注
⑬
前
掲
）
所
収
の
「
年
譜
」
（
津
久
井
隆
・
編
。
「
著

者
に
よ
る
加
筆
訂
正
を
行
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
）
に
は
、
「
一
九
五
〇
年
（
昭
和
二
五

年
）
一
六
歳
／
サ
ル
ト
ル
の
「
水
い
ら
ず
」
を
入
手
し
、
愛
読
す
る
。
」
と
あ
る
。
吉
田
の

夫
で
あ
り
、
と
も
に
『
ゴ
ム
』
を
創
刊
し
た
吉
良
任
市
も
、
吉
田
が
「
サ
ル
ト
ル
の
短
編
に

ひ
か
れ
て
読
み
耽
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
（
「
吉
田
知
子 

具
象
的
観
念
の
文
学
」
注
⑦
前
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掲
）
。 

⑰ 

「
あ
れ
、
、
」
と
は
何
な
の
か
、
「
し
ま
」
と
同
様
、
わ
か
ら
な
い
。
「
あ
れ
、
、
」
は
、
父
が
家
か

ら
い
な
く
な
り
母
は
ま
だ
い
た
頃
、
す
で
に
ヨ
ネ
コ
の
心
の
中
に
い
た
。
ヨ
ネ
コ
は
、
「
地

面
が
ぼ
っ
こ
り
盛
り
あ
が
っ
て
い
る
と
き
、
そ
の
中
に
隠
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
あ
れ
、
、
」
に

見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
気
を
配
る
。
一
方
で
ヨ
ネ
コ
は
、
「
み
つ
か
っ
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
み
つ
か
ら
な
い
の
で
ヨ
ネ
コ
は
「
し
ま
」
へ
行
け
な
い
。
」
と
考
え
も

す
る
。
「
あ
れ
、
、
」
に
見
つ
か
る
と
、
こ
ち
ら
側
の
世
界
か
ら
は
い
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
な

の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
最
後
の
断
片
で
は
、
ヨ
ネ
コ
は
、
「
あ
ち
ら
側
に
「
し
ま
」
が
あ
る
。

「
し
ま
」
は
闇
の
中
。
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
い
つ
も
、
し
て
い
る
よ
う
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
う
み
つ
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。
」
と
考
え
て
い
る
。 

⑱ 

改
稿
版
『
そ
ら
』
の
発
表
は
、
『
無
明
長
夜
』
の
後
で
あ
り
、
「
ベ
ラ
ジ
さ
ま
」
や
「
あ、

れ、
」
は
、
改
稿
版
に
の
み
登
場
す
る
。
注
⑤
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
初
出
版
の
末
尾
に
は
〈
戦

争 

第
一
章
〉
と
記
さ
れ
て
い
た
。
当
初
は
、
ヨ
ネ
コ
と
い
う
少
女
の
目
か
ら
見
た
戦
争
を

描
こ
う
と
構
想
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
『
無
明
長
夜
』
の
成
功
を
受
け
て
、
『
無
明
長
夜
』

に
近
い
作
品
に
変
更
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

⑲ 

「
死
ん
だ
深
海
魚
の
よ
う
に
」
（
『
猫
の
目
、
女
の
目
』
大
和
書
房
、
一
九
七
四
・
五
、
所

収
）
。 
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