
二
○
○
○
（
平
成
一
二
）
年
上
半
期
の
芥
川
賞
は
、
町
田
康
の
「
き
れ

ぎ
れ
」
と
松
浦
寿
輝
「
花
腐
し
」
の
同
時
受
賞
で
あ
っ
た
。
だ
が
選
評
で

は
こ
の
作
品
の
比
較
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
こ
れ
ま
で
の
業
績
と

の
比
較
で
論
じ
る
選
評
が
多
か
っ
た
こ
と
が
目
に
つ
く
。

し
か
し
、
そ
こ
で
は
「
い
よ
い
よ
達
者
に
な
っ
て
き
て
」
「
見
事
な
仕

上
が
り
だ
っ
た
」
と
い
う
池
澤
夏
樹
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
達
成
へ
の
ベ

ク
ト
ル
を
賞
賛
さ
れ
る
「
き
れ
ぎ
れ
」
に
対
し
、
「
前
作
の
「
幽
」
に
比

べ
る
と
欲
張
り
す
ぎ
で
、
都
合
よ
く
作
り
す
ぎ
た
箇
所
が
目
立
」
つ
と
い

う
三
浦
哲
郎
の
評
に
あ
る
よ
う
に
、
「
花
腐
し
」
に
は
、
や
や
右
下
が
り

と
い
っ
た
選
評
が
目
立
つ
。

ま
た
、
伊
関
と
の
対
話
が
陳
腐
で
あ
る
と
い
う
池
澤
夏
樹
、
後
半
に

「
観
念
に
流
れ
た
」
失
速
を
指
摘
す
る
田
久
保
英
夫
な
ど
、
「
花
腐
し
」
に

は
、
あ
ま
り
積
極
的
な
評
価
が
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

他
者
の
居
な
い
セ
カ
イ
あ
る
い
は
永
遠
に
円
環
す
る
物
語

○
は
じ
め
に

Ｉ
松
浦
寿
輝
「
花
腐
し
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

こ
の
「
時
代
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
河
野
多
惠
子
の
「
現
代
の
問
題
」

や
黒
井
千
次
の
「
時
代
と
精
神
の
関
り
」
と
い
う
点
に
通
じ
る
指
摘
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ど
の
評
者
も
、
人
物
や
物
語
の
構
成
上
の
不

備
を
指
摘
す
る
前
段
階
と
し
て
、
「
時
代
」
の
問
題
に
ふ
れ
た
作
品
で
あ

る
こ
と
に
言
及
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
の
「
花
腐
し
」
に
お
け
る
「
時
代
」
の
問
題
が
可
視
化
さ
れ

る
に
は
、
も
う
少
し
だ
け
時
を
経
る
必
要
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

む
ろ
ん
、
そ
れ
は
後
の
時
代
の
人
間
の
特
権
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
よ
う
な

だ
が
、
特
に
積
極
的
な
賞
賛
で
は
な
い
も
の
の
、
古
井
由
吉
に
よ
る
以

下
の
評
言
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

す
で
に
猛
烈
な
腐
臭
の
切
迫
に
内
外
か
ら
脅
か
さ
れ
て
い
る
。
内
も

外
も
な
い
。
時
代
の
腐
臭
で
あ
る
。
旺
盛
の
よ
う
で
も
、
す
で
に
死

ん
で
い
る
も
の
と
も
見
ら
れ
る
の
だ

疋
田
雅
昭
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単
な
る
結
果
論
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
指
摘
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
こ
の
「
時
代
」
と
い
う
着
眼
点
に
は
、
そ
う
い
っ
た
偶
然
の
「
い

ま
こ
こ
」
性
だ
け
で
は
な
く
、
様
々
な
「
時
代
」
の
痕
跡
が
混
沌
と
し
た

形
で
混
じ
り
合
っ
た
物
語
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
で
き
る
視
座
を
与
え

て
く
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

本
論
は
、
「
花
腐
し
」
の
中
に
あ
る
「
時
代
」
と
い
う
問
題
を
、
様
々

な
角
度
か
ら
検
証
し
、
そ
れ
ら
が
人
物
や
物
語
の
構
造
性
と
不
可
分
な
関

係
を
構
築
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
上
で
、
「
花
腐
し
」
と
い
う
テ
ク
ス

ト
の
重
層
性
を
再
評
価
し
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

物
語
は
過
去
の
あ
る
「
二
年
」
と
い
う
時
期
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
始

ま
る
。
祥
子
と
い
う
女
と
同
棲
し
て
い
た
こ
の
二
年
間
を
振
り
返
る
時
間

と
、
二
○
○
○
年
前
後
の
新
宿
の
場
末
な
街
角
の
中
で
の
一
晩
が
、
幻
惑

の
様
に
交
互
に
繰
り
返
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
。

終
始
雨
が
降
っ
て
い
る
物
語
の
中
で
、
視
点
人
物
で
あ
る
栩
谷
は
、
ど

う
し
て
も
雨
に
濡
れ
て
し
ま
う
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。
「
水
」
「
海
」

ど
う
し
て
そ
ん
な
に
濡
れ
る
の
、
肩
も
背
中
も
ず
ぶ
濡
れ
じ
ゃ
な
い

の
と
ず
い
ぶ
ん
昔
に
ほ
ん
の
二
年
ほ
ど
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
た
女
が

よ
く
言
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
変
な
ひ
と
ね
え
、
ず
っ
と
傘
を
さ
し
て

た
の
に
さ
あ
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
ぐ
し
ょ
ぐ
し
ょ
に
な

る
の
よ
、
傘
の
さ
し
か
た
知
ら
な
い
の
。
（
帥
頁
）

｜
濡
れ
る
男
あ
る
い
は
大
久
保
と
い
う
ト
ポ
ス

栩
谷
を
視
点
人
物
と
す
る
こ
の
語
り
手
は
、
栩
谷
へ
の
内
的
焦
点
化
を

頻
繁
に
お
こ
な
い
つ
つ
、
分
析
的
か
つ
冗
長
な
文
体
で
物
語
る
。
幻
想
小

説
の
面
と
、
自
己
の
来
歴
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
裏
切
っ
た
友
人
や
死
別

し
た
恋
人
の
真
実
を
追
究
し
よ
う
と
す
る
心
理
小
説
の
面
を
併
せ
持
つ
こ

の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
こ
の
内
省
的
か
つ
懐
疑
的
な
語
り
手
は
必
須
な

条
件
を
揃
え
て
い
る
。

「
魚
」
「
張
り
付
く
」
「
溶
け
る
」
「
腐
る
」
な
ど
物
語
中
の
表
象
も
多
く
は

「
濡
れ
る
」
こ
と
に
関
係
し
た
世
界
観
を
構
築
し
て
い
る
。

も
う
俺
に
は
急
ぎ
の
用
は
何
も
な
い
、
こ
こ
で
い
つ
ま
で
雨
空
を
仰

い
で
い
よ
う
と
誰
か
ら
も
文
句
は
出
な
い
わ
け
だ
。
そ
ん
な
こ
と
に

妙
に
新
鮮
な
解
放
感
を
覚
え
て
い
る
自
分
に
気
づ
い
て
栩
谷
は
少
々

驚
か
な
い
で
も
な
い
。
何
だ
か
、
ひ
ど
く
さ
っ
ぱ
り
し
ち
ま
っ
た
よ

一
拍
置
く
よ
う
に
し
て
、
あ
の
女
を
め
ぐ
る
思
い
出
は
な
ぜ
雨
と
結

び
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
誹
し
む
思
い
が
胸
の
中
で
波
立
っ
た
。

祥
子
が
死
ん
で
も
う
十
何
年
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
歌
舞
伎
町
の
喧
騒

か
ら
逃
れ
て
コ
マ
劇
場
の
脇
を
回
り
ホ
テ
ル
街
を
抜
け
て
大
久
保
の

方
へ
向
か
う
途
中
、
い
つ
と
き
上
が
り
か
け
て
い
た
雨
脚
が
ま
た
繁

く
な
っ
て
き
て
、
地
面
よ
り
い
ち
だ
ん
低
く
な
っ
た
手
近
な
ラ
ブ
ホ

テ
ル
の
駐
車
場
の
片
隅
に
駆
け
こ
み
、
車
と
車
の
間
の
狭
い
隙
間
に

た
た
ず
ん
で
、
急
に
暗
く
な
っ
て
き
た
空
を
ぼ
ん
や
り
と
仰
い
で
い

る
と
こ
ろ
だ
っ
た
ｃ
（
侃
頁
）
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「
急
ぎ
の
用
」
が
な
い
と
い
う
感
覚
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ

ま
で
の
「
十
何
年
」
の
間
、
ひ
た
す
ら
小
さ
な
デ
ザ
イ
ン
事
務
所
の
仕
事

に
没
頭
し
て
き
た
栩
谷
に
と
っ
て
、
そ
の
倒
産
が
ほ
ぼ
決
定
的
に
な
っ
た

現
在
、
未
来
に
対
す
る
特
別
な
想
い
は
何
も
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。

そ
の
感
覚
を
「
フ
リ
ダ
シ
ニ
モ
ド
ル
」
と
内
的
に
焦
点
化
す
る
語
り
手

Ｔ
「
栩
谷
」
）
の
意
識
は
、
物
語
全
体
の
構
造
と
呼
応
し
て
い
る
。
こ
の

物
語
は
、
こ
の
祥
子
と
い
う
女
を
思
い
出
す
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
繰
り
返

し
祥
子
の
死
を
め
ぐ
っ
て
の
思
考
が
繰
り
返
さ
れ
、
最
後
に
祥
子
の
幻
影

を
追
い
か
け
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
再
開
発
の
新
宿
界
隈
を

舞
台
に
、
こ
の
後
栩
谷
が
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
ア
パ
ー
ト
と
の
往
復
と
い

う
形
で
物
語
は
円
環
構
造
を
な
し
て
い
る
。

そ
う
言
え
ば
二
人
と
も
べ
ろ
べ
ろ
に
酔
っ
払
っ
た
晩
に
、
も
の
の
は

ず
み
の
よ
う
に
初
め
て
祥
子
と
抱
き
合
っ
た
の
も
こ
の
あ
た
り
の
ホ

テ
ル
の
ど
れ
か
だ
っ
た
。
こ
の
界
隈
も
あ
の
頃
と
比
べ
る
と
す
っ
か

り
様
変
わ
り
し
て
、
酒
落
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
細
工
の
よ
う
な
建
物
ば

か
り
が
立
ち
並
び
、
ほ
ん
の
布
切
れ
の
よ
う
な
短
い
ス
カ
ー
ト
の
下

か
ら
む
っ
ち
り
し
た
太
股
を
見
せ
つ
け
て
い
る
、
ど
う
も
日
本
人
と

は
見
え
な
い
ア
ジ
ア
人
の
女
性
た
ち
が
何
事
か
携
帯
電
話
で
熱
心
に

う
じ
ゃ
な
い
か
。
結
局
、
こ
の
十
何
年
の
時
間
は
全
部
無
に
帰
し
て
、

祥
子
と
暮
ら
し
て
い
た
頃
か
ら
も
う
一
度
や
り
直
す
よ
う
な
も
の
か
。

だ
か
ら
し
ば
ら
く
忘
れ
て
い
た
祥
子
の
顔
が
こ
う
し
て
い
き
な
り

蘇
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
（
舩
頁
）

場
末
の
ホ
テ
ル
街
と
し
て
描
か
れ
る
こ
の
地
域
は
、
祥
子
と
栩
谷
の
性

の
「
起
点
」
で
も
あ
っ
た
。
物
語
の
舞
台
は
ゼ
ロ
年
代
に
入
る
頃
の
新
宿

区
の
大
久
保
界
隈
で
あ
る
。

新
宿
区
は
現
在
で
も
最
も
外
国
人
居
住
者
の
割
合
の
多
い
地
域
で
あ
る

が
、
現
在
の
大
久
保
の
ホ
テ
ル
街
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
一
九
五
○
年
の
朝
鮮

戦
争
の
際
に
Ｇ
Ｉ
の
回
春
の
場
と
し
て
こ
の
一
帯
が
選
ば
れ
た
こ
と
に
端

を
発
し
て
い
る
（
１
）
。
実
際
に
は
、
イ
ン
ド
、
中
国
、
タ
イ
な
ど
多
く
の

ア
ジ
ア
系
の
人
々
が
住
ん
で
い
る
地
域
で
あ
る
が
、
駅
周
辺
は
、
百
人
町

と
並
び
日
本
最
大
の
コ
リ
ア
ン
タ
ウ
ン
と
称
さ
れ
る
の
で
、
大
久
保
と
言

え
ば
韓
国
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
一
九
八
○
年
代
以
降
、
特

に
バ
ブ
ル
崩
壊
以
降
に
こ
の
地
に
移
っ
て
き
た
「
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
」
の
イ

メ
ー
ジ
の
影
響
が
大
き
い
｛
２
－
。

一
九
八
三
年
の
中
曽
根
内
閣
に
よ
る
「
留
学
生
十
万
人
計
画
」
以
降
、

急
速
に
増
加
す
る
ア
ジ
ア
系
留
学
生
た
ち
は
、
池
袋
と
並
び
日
本
語
学
校

や
専
門
学
校
が
集
う
、
こ
の
地
域
に
多
く
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
バ
ブ
ル

崩
壊
以
後
、
多
く
の
中
小
企
業
が
こ
の
新
興
勢
力
を
低
賃
金
労
働
力
と
し

て
注
目
し
、
一
九
九
○
年
に
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
の
改
定
に

よ
り
、
長
期
滞
在
の
労
働
者
た
ち
の
住
む
街
と
し
て
大
久
保
は
そ
の
様
相

を
変
え
て
ゆ
く
。

こ
の
韓
国
の
イ
メ
ー
ジ
を
象
徴
す
る
出
来
事
が
、
二
○
○
一
年
の
在
日

日
本
韓
国
人
連
合
会
の
結
成
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
新
大
久
保
商
店
街
振

興
組
合
・
新
宿
マ
ン
モ
ス
通
り
商
栄
会
と
の
会
合
が
も
た
れ
、
横
浜
や
神

喋
り
な
が
ら
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
。

（
侭
頁
）
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戸
の
中
華
街
に
な
ら
っ
て
観
光
地
化
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
促
進
し
、
現

在
に
至
っ
て
い
る
。
物
語
に
は
、
雑
多
な
人
種
た
ち
の
街
、
ア
ン
グ
ラ
な

性
的
盛
り
場
と
し
て
の
街
、
急
速
に
増
え
つ
つ
あ
っ
た
新
興
韓
国
人
た
ち

に
よ
る
街
の
変
容
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
刻
銘
に
刻
ま
れ
て
い
る
↑
３
－
。

ま
た
、
「
大
久
保
」
と
い
う
名
称
は
、
そ
も
そ
も
こ
の
一
帯
が
昔
河
川

で
あ
り
、
他
の
地
域
よ
り
も
「
窪
ん
で
い
る
」
地
域
で
あ
る
と
い
う
点
に

由
来
す
る
｛
４
－
。
ま
さ
に
、
「
濡
れ
る
」
人
々
の
物
語
と
し
て
格
好
の
舞
台

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
実
際
に
、
こ
の
地
域
は
、
新
宿
に
対
し
て
や
や

低
い
位
置
に
あ
っ
て
ま
さ
に
都
心
部
を
見
上
げ
る
位
置
に
あ
る
。

今
の
東
京
が
川
の
な
い
町
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
栩
谷
の
長
ら

く
の
不
満
の
種
だ
っ
た
。
ロ
ン
ド
ン
に
も
パ
リ
に
も
ソ
ウ
ル
に
も
バ

ン
コ
ッ
ク
に
も
美
し
い
川
が
流
れ
て
い
る
の
に
、
新
宿
や
渋
谷
の
繁

華
街
を
歩
い
て
い
て
そ
の
ま
ま
ふ
と
足
を
伸
ば
す
と
浩
々
と
流
れ
る

水
く
り
に
出
る
と
い
っ
た
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
何
と
さ
み
し
い
こ

と
だ
ろ
う
。
実
際
、
か
つ
て
の
江
戸
は
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
明

治
の
東
京
は
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
よ
う
に
運
河
が
四
通
八
達
し
た

き
ご
〆
、
４
ｒ
、
、
ノ
に
い
〒
Ｊ
ざ
一
コ
－
つ
一
つ
一
言
ゴ
・
１
ノ
霞
、
斗
士
塗
卜
、
斗
恨
Ｏ
く
こ
食
，
ゞ
７
初
打
や
丁
ハ
ノ
筒
只

ユ
『
コ
ン
ー
Ｉ
Ｌ
ｂ
山
可
‐
『
刎
勾
〃
ｖ
や
手
掴
脚
『
】
Ⅱ
叩
斗
″
〃
》
‐
４
〃
〃
１
〃
Ｌ
二
一
に
、
》
室
１
，
仇
い
○
ザ
ノ
と
ｌ
ｖ
１
ブ
ハ
ｉ
ブ
″
，
イ
八
Ｊ
ど
欧
起
尿
ｒ
灸
イ
ー
脇
ｖ
丙
Ｈ
聾

に
不
意
に
浮
か
ん
だ
の
は
、
新
宿
も
渋
谷
も
池
袋
も
銀
座
も
、
そ
れ

ぞ
れ
一
つ
の
島
な
の
だ
と
い
う
考
え
だ
っ
た
。
（
剛
頁
）

も
う
今
の
東
京
に
は
川
な
ど
流
れ
て
い
る
必
要
は
な
い
の
だ
と
栩
谷

は
思
っ
た
。
そ
れ
ら
の
島
を
浮
か
べ
て
い
る
海
と
は
こ
こ
に
住
む
千

都
庁
や
ホ
テ
ル
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ハ
イ
ア
ッ
ト
（
現
・
ハ
イ
ア
ッ
ト
リ
ー

ジ
ェ
ン
シ
ー
）
な
ど
、
屹
立
す
る
バ
ブ
ル
の
遺
産
が
目
の
前
に
そ
び
え
な

が
ら
も
、
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
再
開
発
に
よ
り
大
き
く
街
の
様
相
を
変
化
さ

せ
た
の
は
実
は
こ
う
い
っ
た
周
辺
地
域
で
あ
り
、
そ
の
両
者
の
コ
ン
ト
ラ

ス
ト
が
、
ま
さ
に
飲
み
込
む
／
飲
み
込
ま
れ
る
主
体
／
客
体
と
し
て
表
象

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
こ
の
物
語
の
特
質
が
あ
る
。

何
百
万
人
の
人
々
の
欲
望
や
記
憶
や
喜
怒
哀
楽
の
海
な
の
か
も
し
れ

な
い
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
思
い
が
浮
か
ん
で
、
し
か
し
降
り
つ
づ

く
雨
が
そ
う
し
た
と
り
と
め
の
な
い
思
い
そ
れ
自
体
を
ほ
と
び
ら
せ

稻
々
と
押
し
流
し
て
ゆ
く
よ
う
だ
っ
た
。
（
剛
頁
）

「
伊
関
」
と
い
う
小
さ
な
下
手
な
字
で
書
き
殴
っ
た
名
札
を
セ
ロ
ハ

ン
テ
ー
プ
で
貼
り
付
け
て
い
る
上
段
の
い
ち
ば
ん
端
の
ボ
ッ
ク
ス
だ

け
が
空
っ
ぽ
に
な
っ
て
い
て
、
昨
夜
栩
谷
が
投
げ
こ
ん
で
お
い
た
、

明
日
の
夕
方
頃
に
ま
た
来
る
か
ら
待
っ
て
い
て
ほ
し
い
と
い
う
伝
言

も
持
ち
去
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
た
。
と
に
か
く
こ
ち
ら
の
意

思
は
一
応
伝
わ
る
こ
と
だ
け
は
伝
わ
っ
て
い
る
わ
け
だ
、
図
々
し
く

行
く
か
。
ア
パ
ー
ト
と
い
う
よ
り
下
宿
屋
と
い
っ
た
雰
囲
気
の
、
両

側
に
小
部
屋
の
た
て
こ
ん
だ
古
い
作
り
の
建
物
で
、
木
賃
宿
な
ど
と

い
う
古
い
言
葉
が
ふ
と
頭
を
掠
め
な
い
で
も
な
い
。
（
髄
頁
）

二
腐
る
男
あ
る
い
は
反
復
す
る
物
語
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物
語
は
「
反
復
」
で
あ
る
。
栩
谷
の
描
写
は
、
こ
の
現
場
に
既
に
来
た

こ
と
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
道
す
が
ら
周
囲
に
多
く
あ
っ
た
空

き
地
か
ら
は
、
「
地
主
」
に
よ
る
地
上
げ
や
売
買
が
連
想
さ
れ
、
そ
れ
は
、

栩
谷
の
目
的
が
同
じ
よ
う
な
「
家
主
」
か
ら
「
依
頼
」
さ
れ
た
も
の
で
あ

階
段
の
踊
り
場
に
あ
る
鏡
は
、
「
反
復
」
の
た
び
に
栩
谷
に
確
認
さ
れ
る
、

ま
さ
に
自
身
を
映
す
「
鏡
」
で
あ
る
。
す
べ
て
の
「
崩
壊
」
を
覚
悟
し
て

い
る
栩
谷
に
と
っ
て
、
そ
の
姿
は
「
未
来
の
幽
霊
」
と
意
識
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
ぎ
し
ぎ
し
と
鳴
る
狭
い
階
段
」
と
と
も
に
あ
る
「
鏡
」
は
、
後
に

「
反
復
」
の
境
界
と
し
て
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
く
る
。

視
点
人
物
で
あ
る
栩
谷
は
四
十
六
歳
、
物
語
の
中
心
で
あ
る
木
造
の
ア

パ
ー
ト
は
「
昭
和
三
十
年
代
に
た
っ
た
と
お
ぼ
し
き
」
と
あ
る
の
で
、
実

は
こ
の
両
者
は
ほ
ぼ
同
じ
年
月
を
経
過
し
て
来
た
と
い
え
る
。

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

意
外
に
広
く
取
っ
て
あ
る
階
段
の
踊
り
場
に
は
、
何
の
飾
り
も
な
い

殺
風
景
な
建
物
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
上
半
身
全
体
が
映
り
そ
う

な
丈
の
長
い
古
ぼ
け
た
鏡
が
掛
か
っ
て
い
て
、
一
瞬
、
そ
の
前
に
足

を
止
め
て
自
分
の
顔
を
覗
き
こ
み
、
脇
の
小
窓
か
ら
入
っ
て
く
る
弱

い
光
の
照
り
映
え
に
、
不
精
鬚
こ
そ
伸
び
て
い
る
も
の
の
生
活
が
根

こ
そ
ぎ
崩
壊
し
か
け
て
い
る
に
し
て
は
案
外
健
康
そ
う
な
中
年
男
が

自
分
を
見
返
し
て
い
る
の
を
見
て
、
栩
谷
は
少
々
当
惑
し
た
。
（
師
頁
）

「
お
名
前
は
」

視
点
人
物
の
「
栩
谷
」
と
は
、
な
か
な
か
分
か
り
に
く
い
名
前
で
あ
る
。

徳
島
県
に
同
じ
字
の
地
名
が
あ
る
が
「
と
ち
だ
に
」
と
読
む
。
「
栩
」
は

確
か
に
「
ク
」
と
読
む
が
、
訓
読
み
は
「
く
ぬ
ぎ
」
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
学
術
的
に
は
「
く
ぬ
ぎ
」
と
「
と
ち
」
は
異
な
る
植
物
を
さ
す
と

い
う
、
実
に
不
思
議
な
名
を
も
つ
人
物
で
あ
る
。

こ
の
人
物
の
名
称
が
樹
木
の
そ
れ
と
「
谷
」
と
い
う
語
彙
が
組
み
合
わ

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
象
徴
論
と
し
て
も
実
に
興
味
深
い
。
ま
さ
に
、
大

久
保
と
い
う
窪
地
（
谷
）
で
、
樹
木
が
腐
っ
て
ゆ
く
こ
と
を
自
覚
し
て
ゆ

く
物
語
だ
か
ら
だ
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
「
栩
」
と
い
う
種
類
を
限
定
す

る
積
極
的
な
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
こ
の

、
、
、
、

読
み
方
を
ル
ビ
で
は
な
く
、
物
語
中
の
人
物
に
言
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

読
者
に
そ
の
音
を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ば
、
読
者
は
、
一
度
難
解
な
イ
メ
ー

、
、
、

ジ
を
抱
い
た
後
に
「
く
た
に
」
と
い
う
読
み
方
に
自
然
と
導
か
れ
て
い
る

の
だ
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
音
に
よ
っ
て
、
あ
る
別
の
音
イ
メ
ー
ジ
が
消
去

さ
れ
る
巧
み
な
仕
組
み
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
は
こ
の
「
栩
」
と
い
う
字
に
は
も
う
一
つ
「
ウ
」
と
い
う
発
音
が
あ

る
。
囲
碁
棋
士
で
有
名
な
「
張
栩
」
と
い
う
名
な
ど
に
使
わ
れ
る
読
み
だ
。

し
か
し
、
「
と
ち
」
「
く
」
と
い
う
読
み
方
に
比
べ
、
こ
の
音
読
み
が
注
目

さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
物
語
で
は
、
己
の
身
体
の
腐
敗
し
て
ゆ
く
イ
メ
ー

「
わ
た
し
は
栩
谷
と
い
う
者
で
す
」

「
ク
タ
ニ
っ
て
ど
う
い
う
字
？
」

「
ど
う
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。
あ
の
ね
え
、
わ
か
っ
て
る
の
…
・
・
・
」

（
乃
頁
）
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前
者
が
「
詠
み
人
知
ら
ず
」
で
、
後
者
が
大
伴
家
持
の
歌
で
あ
る
。
物

語
の
中
で
、
伊
関
が
読
み
上
げ
る
歌
は
前
者
の
方
で
あ
る
。
後
に
「
卯
の

花
腐
し
」
と
い
う
言
葉
は
季
語
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
の
だ
が
、
両
者
と

も
長
雨
が
腐
ら
せ
て
い
る
も
の
は
「
卯
」
（
う
）
の
花
で
あ
る
。
「
我
が
越

え
し
」
「
寄
ら
む
児
も
が
も
」
と
あ
る
よ
う
に
、
想
い
あ
る
女
性
を
歌
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
も
、
象
徴
論
的
な
暗
示
を
読
み
取
れ
な
く
も
な
い
が
、

少
な
く
と
も
、
「
栩
谷
」
と
い
う
名
に
は
、
橡
の
「
木
」
で
あ
る
と
同
時
に
、

長
雨
の
新
宿
の
「
谷
」
に
腐
っ
て
ゆ
く
「
う
」
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
ア

ナ
ロ
ジ
ー
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
、
こ
う
し
た
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
「
栩
谷
」
と
い
う
名
前
に
刻
ま
れ
て

い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
一
方
の
「
伊
関
」
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ

う
か
。

ジ
を
「
万
葉
集
」
の
「
花
腐
し
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
て
い
る
わ
け
だ
が
、

「
万
葉
集
」
に
は
、
二
四
首
の
「
卯
の
花
」
の
歌
が
存
在
し
、
そ
の
中
で

雨
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
も
の
が
四
首
。
そ
し
て
、
「
花
腐
し
」
の
イ
メ
ー

ジ
を
持
つ
も
の
は
、
次
の
二
首
で
あ
る
。

卯
の
花
を
腐
す
長
雨
の
始
水
に

寄
る
木
屑
な
す
寄
ら
む
児
も
が
も

春
さ
れ
ば
卯
の
花
ぐ
た
し
我
が
越
え
し

妹
が
垣
間
は
荒
れ
に
け
る
か
も

伊
関
と
い
う
男
は
、
栩
谷
に
と
っ
て
出
逢
い
か
ら
終
始
印
象
の
悪
い
男

で
あ
り
、
そ
の
言
動
に
常
に
反
発
を
感
じ
て
は
い
る
も
の
の
、
後
の
思
考

は
ま
る
で
伊
関
の
言
葉
に
浸
食
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
面
が
あ
る
。

「
お
優
し
い
性
格
」
と
椰
楡
さ
れ
怒
り
の
感
情
を
ぶ
つ
け
て
は
み
た
も

の
の
、
後
の
冷
静
な
自
己
分
析
で
は
、
同
じ
言
葉
が
繰
り
返
さ
れ
、
自
分

自
身
で
も
そ
の
「
性
格
」
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
に
至
る
。

三
反
転
す
る
二
人
あ
る
い
は
浸
食
す
る
伊
関

「
い
い
か
、
出
て
け
よ
な
」
栩
谷
に
は
も
う
伊
関
に
ま
つ
わ
る
い
っ

さ
い
に
興
味
が
な
く
な
っ
て
い
て
、
何
で
俺
は
小
坂
に
言
わ
れ
る
ま

ま
こ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
の
こ
の
こ
や
っ
て
来
て
し
ま
っ
た
の
か
と
い

う
気
持
に
な
っ
て
い
た
。
だ
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ぎ
し
ぎ
し
と
鳴
る

廊
下
の
踏
み
板
を
伝
っ
て
階
段
近
く
ま
で
来
た
あ
た
り
で
、
栩
谷
の

背
中
に
、

「
ま
あ
ち
ょ
っ
と
入
っ
て
い
か
な
い
か
い
」
と
い
う
感
情
の
範
も
ら

伊
関
は
か
す
か
に
顔
を
傭
け
て
ク
ク
ッ
と
い
う
よ
う
な
声
を
洩
ら
し

た
。

「
何
が
お
か
し
い
の
」

「
あ
ん
た
さ
あ
、
ク
タ
ニ
さ
ん
と
や
ら
・
わ
り
と
、
お
優
し
い
性
格

み
た
い
ね
」

栩
谷
は
む
っ
と
し
て
、
「
何
だ
、
お
ま
え
」
と
言
葉
を
荒
ら
げ
た
。

（
乃
頁
）
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こ
の
伊
関
の
「
何
」
と
い
う
質
問
は
、
実
は
主
客
を
逆
に
し
て
も
通
用

す
る
。
お
互
い
「
部
屋
」
と
「
小
坂
」
を
通
し
て
関
係
し
て
い
る
も
の
の
、

基
本
的
に
相
手
の
こ
と
は
知
ら
な
い
。
互
い
に
、
自
分
が
「
何
」
で
あ
る

か
を
説
明
す
る
の
は
厄
介
で
あ
る
。
栩
谷
は
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
会
社

が
倒
産
し
た
経
緯
を
思
い
出
し
は
す
る
が
、
結
局
口
に
出
し
た
の
は
、
「
小

坂
」
の
話
題
だ
け
で
あ
る
。
一
方
で
伊
関
の
話
題
も
、
バ
ブ
ル
以
後
再
び

こ
こ
で
栩
谷
が
呼
び
止
め
ら
れ
た
の
は
、
「
ぎ
し
ぎ
し
と
鳴
る
廊
下
」

の
「
階
段
近
く
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
あ
の
「
鏡
」
の
あ
る
場
所
で
あ
っ

た
。
こ
の
時
、
踊
り
場
に
あ
る
鏡
に
栩
谷
が
自
身
を
映
す
こ
と
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
し
、
ド
ア
付
近
に
い
る
伊
関
も
そ
の
姿
を
映
す
こ
と
は
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
点
で
既
に
伊
関
と
の
間
に
奇
妙
な
鏡
像
関

係
が
生
じ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
に
栩
谷
は
気
が
つ
い
て
い
な
い
。

伊
関
が
か
す
か
な
潮
り
を
惨
ま
せ
た
声
で
、
「
し
か
し
な
あ
、
ほ
ん
と
、

こ
こ
何
カ
月
、
入
れ
代
わ
り
立
ち
代
わ
り
若
い
の
が
来
た
け
ど
さ
、

あ
ん
た
何
だ
か
感
じ
が
違
う
ね
え
。
小
坂
の
何
な
ん
で
す
？
」

俺
は
何
な
ん
だ
。
栩
谷
は
た
だ
黙
っ
て
部
屋
を
見
回
し
て
い
た
が
、

い
っ
た
い
「
何
」
な
ん
だ
と
問
わ
れ
れ
ば
も
う
「
何
」
で
も
な
い
と

答
え
る
し
か
な
い
と
思
っ
た
。
（
帥
頁
）

な
い
小
さ
な
声
が
そ
の
廊
下
を
端
か
ら
端
ま
で
渡
る
よ
う
に
し
て
届

い
て
き
た
と
き
に
は
、
栩
谷
の
歩
が
緩
み
、
た
め
ら
い
で
躯
が
か
す

か
に
揺
れ
た
。
（
乃
頁
）

値
が
上
が
り
始
め
、
韓
国
系
資
本
に
よ
り
様
変
わ
り
す
る
大
久
保
界
隈
の

話
で
あ
り
、
自
分
が
「
何
」
で
あ
る
か
を
語
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、

こ
う
し
た
や
り
と
り
の
間
に
も
、
当
初
伊
関
の
口
調
の
描
写
と
し
て
あ
っ

た
「
馴
れ
馴
れ
し
い
も
の
」
が
、
い
つ
の
間
に
か
栩
谷
自
身
の
口
調
を
表

す
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

人
間
も
そ
の
思
考
も
す
べ
て
「
お
化
け
」
と
と
ら
え
る
考
え
は
、
そ
の

構
築
物
で
あ
る
新
宿
と
い
う
街
全
体
も
ま
た
「
お
化
け
」
で
あ
る
と
み
な

す
。
こ
の
考
え
方
に
「
そ
の
通
り
だ
」
「
な
る
ほ
ど
ね
え
」
と
言
っ
た
思

い
を
内
心
で
は
感
じ
つ
つ
、
口
で
は
反
論
し
て
み
せ
る
栩
谷
で
あ
っ
た
が
、

徐
々
に
伊
関
の
世
界
観
に
染
ま
っ
て
ゆ
く
。

い
っ
た
い
人
間
っ
て
何
よ
・
何
十
億
年
か
昔
に
さ
、
分
子
構
造
の

複
雑
な
蛋
白
質
が
寄
り
集
ま
っ
て
、
そ
こ
に
ぴ
り
ぴ
り
電
流
が
流
れ

て
い
る
う
ち
に
、
と
ん
で
も
な
い
偶
然
が
重
な
り
合
っ
て
あ
る
と
き

ふ
っ
と
、
生
き
物
な
ん
て
変
な
も
の
が
出
来
ち
ゃ
っ
た
わ
け
で
し
ょ

う
。
し
か
も
そ
の
生
き
物
が
番
っ
て
増
え
て
、
い
ろ
ん
な
種
に
分
か

れ
た
り
何
や
か
ん
や
し
て
い
る
う
ち
に
意
識
な
ん
て
い
う
お
化
け
が

生
ま
れ
ち
ゃ
っ
た
。
（
蛇
頁
）

い
っ
た
い
何
な
ん
だ
、
あ
の
男
は
と
栩
谷
は
思
っ
た
。
ど
お
し
た

あ
、
気
分
悪
い
か
あ
、
だ
と
。
て
め
え
自
身
こ
そ
キ
ノ
コ
み
た
い
な
、

鼠
み
た
い
な
顔
し
や
が
っ
て
、
気
取
る
な
、
馬
鹿
。
し
か
し
妙
に
憎

め
な
い
と
こ
ろ
の
あ
る
や
つ
で
は
あ
っ
た
な
。
栩
谷
は
伊
関
の
言
動
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一
度
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
か
ら
出
た
栩
谷
は
、
自
分
の
姿
を
鏡
で
確
認
し

た
後
、
伊
関
の
こ
と
を
反
発
的
な
意
識
を
伴
い
な
が
ら
「
キ
ノ
コ
み
た
い

な
」
と
思
い
出
す
。
常
に
濡
れ
て
し
ま
う
栩
谷
が
こ
の
後
同
じ
ア
パ
ー
ト

に
戻
り
、
自
ら
を
キ
ノ
コ
と
同
じ
で
あ
る
と
同
定
し
て
い
る
こ
と
を
重
ね

合
わ
せ
る
と
、
栩
谷
の
伊
関
に
対
す
る
感
覚
に
は
あ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と

に
気
が
つ
く
。
一
見
伊
関
の
こ
と
を
現
そ
う
と
し
て
い
な
が
ら
も
、
実
は

そ
の
表
象
は
、
全
て
栩
谷
自
身
に
反
転
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
何
故
か
濡
れ
て
し
ま
う
」
と
い
う
栩
谷
の
設
定
を
了
解
し
て
い
る
が

故
に
、
か
え
っ
て
「
あ
ん
た
、
ず
い
ぶ
ん
濡
れ
て
る
ぜ
」
と
い
う
台
詞
が

反
転
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
に
く
い
が
、
両
者
の
服
は
ど
ち
ら
も
初

め
か
ら
「
劣
ら
ず
ず
ぶ
濡
れ
」
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
お
ま
え
の
方
だ
ろ
う
と
言
い
か
け
て
、
栩
谷
は
自
分
の
肩

か
ら
二
の
腕
に
か
け
て
視
線
を
走
ら
せ
、
自
分
の
ス
ー
ツ
も
伊
関
の

寺
／
ｒ
、
／
こ
ハ
ブ
、
畠
ｌ
麓
ｌ
筒
Ｅ
Ｗ
Ｌ
こ
・
食
う
戸
、
、
．
‐
、
こ
こ
こ
刑
ゲ
ワ
戸
三
孔
一
ブ

「
彦
当
、
．
’
，
、
シ
ｊ
Ｉ
劃
う
げ
Ｐ
・
・
て
〃
マ
く
／
、
龍
發
抑
４
４
０
，
町
“
．
Ｊ
ノ
唾
》
》
１
１
吋
冒
踊
、
‐
』
、
１
く
０
’
１
Ｕ
１
京
－
ｔ
。
》
と
才
》

き
、
上
着
を
脱
い
で
丸
め
、
伊
関
と
反
対
側
の
ス
ツ
ー
ル
の
上
に
の

せ
た
。
（
Ⅲ
頁
）

に
漂
っ
て
い
た
一
種
の
愛
矯
が
羨
ま
し
く
な
く
も
な
か
っ
た
。
（
Ⅲ
頁
）

「
凄
い
か
ね
」

「
あ
あ
、
凄
い
、
凄
い
。
も
の
凄
い
悪
臭
が
出
る
。
鼻
が
ひ
ん
曲
る

よ
う
な
に
お
い
を
立
て
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
崩
れ
て
い
く
ん
だ
よ
。
面
白
い

当
初
、
伊
関
は
新
宿
の
街
、
栩
谷
は
祥
子
と
の
関
係
に
対
し
て
「
腐
る
」

と
い
う
連
想
を
働
か
せ
て
い
た
が
、
自
己
を
腐
ら
せ
始
め
た
栩
谷
は
、
最

後
新
宿
の
街
を
も
腐
ら
せ
る
大
き
な
妄
想
の
中
に
飛
び
込
ん
で
ゆ
く
こ
と

に
な
る
。

借
金
を
背
負
い
死
を
考
え
つ
つ
も
生
に
留
ま
り
な
が
ら
、
生
に
拘
る
で

も
な
く
不
思
議
な
「
自
由
」
を
感
じ
な
が
ら
、
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
伊

関
：
．
…
。
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
十
年
、
何
と
か
経
営
を
続
け
て
き
た
栩
谷
と
、

常
に
大
き
な
「
金
の
亡
霊
」
の
中
に
居
た
二
人
は
両
極
の
様
で
あ
り
、
両

者
は
決
し
て
「
反
転
」
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
物
語
中
の
伊
関
は
常
に
栩

谷
の
中
に
一
方
的
に
「
浸
食
」
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
い
ぜ
き
」
と
い
う
名
の
語
源
の
中
に
は
「
井
堰
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

水
を
導
き
入
れ
る
た
め
の
設
備
で
あ
る
。
「
万
葉
集
」
に
お
け
る
「
卯
」

を
「
腐
ら
せ
る
」
物
語
に
は
、
「
雨
」
が
必
須
で
あ
っ
た
。
「
井
堰
」
は
こ

の
水
の
流
れ
を
変
化
さ
せ
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
伊
関
は
、
腐
り
ゆ

く
物
語
を
導
く
存
在
と
し
て
、
雨
（
水
）
と
と
も
に
、
栩
谷
の
前
に
現
れ

た
の
で
あ
る
。

じ
ゃ
な
い
か
」

ぼ
ろ
ぼ
ろ
崩
れ
て
い
く
の
か
。
そ
う
か
。
雨
に
う
た
れ
、
ぐ
っ
し
ょ

り
濡
れ
て
。
あ
の
晩
以
来
、
た
し
か
に
し
こ
り
は
残
り
、
何
日
間
か

互
い
の
物
言
い
が
多
少
は
よ
そ
よ
そ
し
く
な
り
は
し
た
も
の
の
、
そ

れ
で
も
栩
谷
は
祥
子
が
愛
し
か
っ
た
し
、
「
そ
う
か
」
の
ひ
と
こ
と
で
、

そ
し
て
そ
の
ま
ま
黙
り
こ
む
こ
と
で
、
彼
な
り
に
と
り
あ
え
ず
綻
び

を
取
り
繕
っ
て
み
た
つ
も
り
だ
っ
た
。
（
朋
頁
）
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鏡
の
あ
る
階
段
の
踊
り
場
を
、
「
自
分
自
身
の
未
来
の
幽
霊
」
と
す
れ

違
い
そ
う
な
場
所
と
思
っ
た
栩
谷
は
、
そ
の
後
伊
関
と
出
会
う
こ
と
に
な

伊
関
が
喚
起
す
る
像
は
、
常
に
栩
谷
の
そ
の
後
を
先
ん
じ
て
い
る
。
逆

に
言
え
ば
、
栩
谷
は
常
に
伊
関
を
反
復
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

四
境
界
の
移
動
あ
る
い
は
反
転
す
る
鏡

厭
だ
ね
。
そ
れ
は
厭
だ
。
つ
ま
り
ね
、
も
う
あ
そ
こ
っ
て
ほ
と
ん
ど

幽
霊
屋
敷
だ
ろ
。
っ
て
こ
と
は
だ
な
、
俺
が
幽
霊
だ
っ
て
こ
と
な
の

よ
。
俺
が
あ
そ
こ
に
居
つ
い
て
、
そ
い
で
化
け
物
屋
敷
を
作
り
上
げ

て
る
わ
け
だ
。
一
心
同
体
だ
。
な
、
も
う
取
り
想
い
ち
ゃ
っ
て
る
ん

だ
よ
、
俺
は
。
キ
ノ
コ
み
た
い
な
も
ん
だ
。
俺
の
菌
糸
が
あ
の
古
ぼ

け
た
建
物
に
食
い
入
っ
ち
ゃ
っ
て
る
ん
だ
よ
。
床
だ
の
屋
根
だ
の
の

木
の
繊
維
の
奥
深
く
ま
で
。
だ
か
ら
出
て
行
か
な
い
。
い
や
、
出
て

行
け
な
い
、
と
言
っ
た
方
が
い
い
か
な
。
あ
の
ア
パ
ー
ト
の
方
で
も

俺
に
取
り
愚
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
。

（
Ⅲ
頁
）

二
、
三
日
前
ま
で
は
俺
は
も
っ
と
目
の
下
が
た
る
ん
で
、
げ
っ
そ
り

し
た
暗
い
顔
を
し
て
い
た
は
ず
だ
。
も
う
フ
リ
ダ
シ
ニ
モ
ド
ル
で
い

い
と
俺
は
腹
を
括
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
階
段
の
踊
り
場
と
い
う
の
も

こ
ん
な
と
き
に
は
自
分
自
身
の
未
来
の
幽
霊
と
で
も
ふ
っ
と
す
れ
違

い
そ
う
な
、
宙
に
浮
い
た
、
何
と
も
中
途
半
端
な
妙
ち
き
り
ん
な
場

所
で
は
あ
る
。

（
師
頁
）

る
。
最
初
に
鏡
に
映
っ
た
自
身
の
姿
は
、
「
生
活
が
根
こ
そ
ぎ
崩
壊
し
か

け
て
い
る
に
し
て
は
案
外
健
康
そ
う
」
で
あ
っ
た
。

伊
関
と
会
っ
た
後
の
自
身
は
、
「
生
命
力
の
尽
き
か
け
た
男
の
顔
」
と

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
表
面
上
は
、
会
社
再
建
に
か
け
た
わ
ず
か
な
可
能
性

が
全
て
徒
労
に
終
わ
っ
た
「
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う
感
情
の
反
映
と
も

と
れ
る
が
、
同
時
に
「
貧
相
」
な
伊
関
の
表
情
の
反
復
で
も
あ
る
。

そ
の
後
ア
パ
ー
ト
の
一
室
を
出
た
栩
谷
の
歩
く
大
久
保
の
界
隈
も
、
先

ほ
ど
歩
い
て
き
た
景
色
の
反
復
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
前
日
に
も
歩

い
た
道
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
朝
鮮
焼
き
肉
屋
」
の
様
な
目
印
を
つ
く
っ
て

お
か
な
い
と
迷
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
裏
路
地
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
き
す

が
ら
の
ラ
ブ
ホ
テ
ル
街
で
祥
子
を
思
い
出
し
た
の
と
同
様
に
、
祥
子
と
の

死
別
以
後
の
女
た
ち
や
、
そ
れ
ま
で
飼
っ
て
い
た
犬
の
記
憶
が
、
「
ど
う

で
も
い
い
」
と
い
う
感
情
の
延
長
上
に
、
何
に
も
執
着
し
な
か
っ
た
と
い

う
意
識
と
と
も
に
蘇
っ
て
い
る
。

ド
ア
を
閉
め
る
と
真
っ
暗
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
廊
下
を
手
探
り
し
な

が
ら
歩
い
て
階
段
を
下
り
、
小
窓
か
ら
外
の
街
灯
の
明
か
り
が
洩
れ

入
っ
て
い
る
踊
り
場
ま
で
来
て
、
そ
こ
に
掛
か
っ
て
い
る
鏡
を
ま
た

覗
き
こ
み
、
さ
っ
き
は
け
つ
こ
う
血
色
良
く
見
え
た
が
あ
れ
は
錯
覚

だ
っ
た
か
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
生
命
力
の
尽
き
か
け
た
男
の
顔
だ
な

と
思
っ
た
。

（
Ⅲ
頁
）

東
京
に
は
珍
し
く
ま
だ
闇
と
い
う
も
の
が
残
っ
て
い
る
界
隈
だ
っ
た
。
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大
久
保
の
界
隈
で
栩
谷
が
見
た
男
。
栩
谷
は
最
初
そ
れ
を
伊
関
だ
と

思
っ
た
が
、
す
ぐ
に
己
の
記
憶
上
の
何
か
か
ら
出
た
幻
影
だ
と
思
い
直
す
。

し
か
し
、
そ
の
記
憶
の
内
実
は
確
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
の
男
が
自
分

を
導
い
て
い
る
の
だ
と
い
う
感
覚
だ
け
は
疑
わ
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い

て
い
こ
う
と
す
る
自
身
の
行
動
に
も
疑
問
を
持
と
う
と
し
な
い
。
そ
の
後
、

現
れ
る
外
国
人
娼
婦
た
ち
は
、
物
語
展
開
上
、
伊
関
や
ア
ス
カ
を
再
び
栩

谷
の
も
と
に
導
く
存
在
で
あ
る
が
、
男
の
幻
想
性
が
強
い
分
、
外
国
人
娼

婦
た
ち
の
現
実
性
が
際
立
ち
、
こ
の
時
点
で
伊
関
と
男
が
重
な
る
と
い
う

読
み
の
可
能
性
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。

「
ち
ょ
っ
と
歩
き
ま
し
ょ
う
ぜ
」
と
耳
元
に
粘
り
つ
く
よ
う
に
伊

関
の
声
が
言
っ
た
。
栩
谷
は
返
事
も
せ
ず
に
歩
き
つ
づ
け
た
が
、
思
っ

て
い
た
以
上
に
酩
酊
し
て
い
て
風
景
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ
、
い
い
加

減
な
曲
が
り
か
た
を
し
て
い
る
う
ち
に
何
や
ら
暗
い
方
へ
、
暗
い
方

へ
と
踏
み
入
っ
て
ゆ
く
よ
う
だ
っ
た
。
ハ
ン
グ
ル
文
字
で
看
板
を
出

し
て
い
る
料
理
屋
や
食
材
屋
も
絶
え
、
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
間
遠
に
街

ち
ょ
う
ど
栩
谷
と
同
じ
よ
う
な
ふ
ら
ふ
ら
し
た
足
取
り
で
つ
い
数

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
前
方
を
歩
い
て
い
る
男
が
い
て
ま
た
こ
れ
か
と
栩
谷

は
思
っ
た
。
街
を
歩
い
て
い
て
ふ
と
上
の
空
に
な
る
と
き
、
す
ぐ
前

に
誰
か
が
歩
い
て
い
て
た
だ
そ
の
男
の
後
に
つ
い
て
歩
を
運
ん
で
い

る
だ
け
の
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
の
だ
っ
た
。
背
中
を
い
く
ぶ
ん
屈

ま
せ
て
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
ゆ
く
あ
の
陰
気
な
男
、
あ
れ
は
い
っ
た
い

誰
な
の
か
。
（
Ⅲ
頁
）

こ
こ
で
、
栩
谷
を
先
導
し
て
い
る
男
が
伊
関
で
あ
る
の
か
、
男
を
先
導

し
て
い
る
の
が
自
分
自
身
な
の
か
、
伊
関
を
先
導
し
て
い
る
の
が
自
分
自

身
な
の
か
、
と
い
う
混
乱
に
陥
る
。
こ
こ
ま
で
の
混
乱
の
過
程
は
、
実
は

伊
関
と
栩
谷
が
溶
解
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。

店
を
出
た
直
後
、
伊
関
は
栩
谷
の
横
ま
た
は
後
に
い
る
は
ず
だ
が
、
そ

こ
で
も
ま
た
「
男
」
が
出
現
す
る
。
「
さ
っ
き
と
同
じ
や
つ
の
は
ず
は
な

か
ろ
う
」
と
思
い
つ
つ
も
、
同
じ
「
鼠
色
の
ス
ー
ツ
」
を
着
た
そ
の
男
は
、

な
ぜ
か
「
俺
の
親
父
」
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
に
至
る
。
前
に
見
た
の

軍
人
を
連
想
さ
せ
る
幻
影
が
幼
少
期
に
父
親
か
ら
聞
い
た
戦
時
中
の
話
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

〆
泌
一
郭
リ
キ
寸
一
｝
し
Ｋ
・
こ
羽
勿
や
丁
一
一
、
ま
、
．
應
舎
ゴ
ご
芽
鳥
沸
陣
不
座
け
し
盲
よ
つ
一
Ｌ
経
脹
恥
沢
ル
ビ

も
Ｉ
Ⅱ
１
三
『
〃
ぬ
－
１
囚
匪
ｈ
ｒ
而
川
Ｆ
ｂ
ｆ
Ｖ
て
こ
、
●
プ
ノ
払
宮
が
し
．
ノ
系
Ｉ
ｂ
ｆ
Ｖ
Ｄ
ｆ
Ｖ
名
・
勾
卜
合
巳
■
■
Ｐ
Ｉ
Ｏ
一
一
ヲ
一
グ
ー
で
刀
、
ユ
ベ
ー
」
ク
ニ
Ｌ
フ
グ
，
。
》
一
三
閲
ヲ
″
グ
ヲ
ク
ｉ

案
内
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。
俺
が
い
か
に
も
確

信
あ
り
げ
に
、
し
か
し
実
は
で
た
ら
め
な
道
筋
を
辿
っ
て
い
い
加
減

に
歩
い
て
ゆ
く
の
に
、
そ
の
後
に
誰
か
が
ひ
た
と
寄
り
添
っ
て
ひ
っ

そ
り
歩
い
て
く
る
。
そ
れ
は
伊
関
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
か
も
し
れ

な
い
し
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
（
珊
頁
）

灯
が
灯
っ
て
い
る
以
外
は
路
地
の
両
側
は
暗
く
静
ま
り
返
っ
て
い
て
、

こ
れ
が
不
夜
城
な
ど
と
も
呼
ば
れ
る
歌
舞
伎
町
か
ら
歩
い
て
十
五
分

か
そ
こ
ら
の
街
並
み
か
と
認
し
い
気
持
に
な
ら
な
い
で
も
な
い
。
ま

た
し
て
も
栩
谷
の
前
を
歩
い
て
い
る
男
が
い
た
。
（
剛
頁
）
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こ
こ
で
栩
谷
は
初
め
て
「
鏡
」
に
映
る
自
己
の
顔
を
見
な
い
よ
う
に
し

な
が
ら
も
、
先
導
す
る
伊
関
の
背
中
を
自
己
の
背
中
と
と
ら
え
、
自
己
の

背
中
を
見
て
い
る
主
体
を
、
自
己
で
は
な
い
も
と
し
て
、
意
識
か
ら
乖
離

さ
せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
だ
が
、
こ
の
踊
り
場
に
あ
る
も
の
は
「
鏡
」
だ

結
果
的
に
栩
谷
は
伊
関
を
導
く
主
体
と
な
っ
て
お
り
、
木
造
ア
パ
ー
ト

の
前
に
来
た
瞬
間
、
こ
こ
ま
で
導
か
れ
た
伊
関
は
「
す
る
す
る
と
」
自
室

へ
導
く
主
体
へ
と
す
り
替
わ
る
。

半
ば
予
期
し
て
い
た
こ
と
な
が
ら
栩
谷
は
何
も
の
か
に
操
ら
れ
る
よ

う
に
い
つ
の
間
に
か
ま
た
あ
の
木
造
ア
パ
ー
ト
の
前
に
出
て
い
た
。

後
ろ
か
ら
す
る
す
る
と
追
い
抜
い
て
真
っ
暗
な
玄
関
へ
入
っ
て
ゆ
く

影
が
あ
り
、
そ
の
暗
闇
の
中
か
ら
、

「
ま
あ
、
ち
ょ
っ
と
、
ど
う
…
…
」
と
い
う
湿
っ
た
声
が
霧
雨
を
縫
っ

て
栩
谷
の
耳
に
届
い
て
き
た
。

（
Ⅲ
頁
）

み
す
ぼ
ら
し
く
背
中
を
丸
め
た
そ
の
後
ろ
姿
が
階
上
に
消
え
て
ゆ
く

の
が
踊
り
場
の
鏡
に
映
り
、
し
か
し
そ
れ
に
続
い
て
自
分
の
顔
を
そ

こ
に
認
め
る
の
が
厭
で
栩
谷
は
目
を
伏
せ
て
通
り
過
ぎ
た
。
階
段
を

昇
っ
て
ゆ
く
背
中
が
鏡
に
映
っ
て
い
る
が
、
案
外
、
あ
れ
が
俺
の
背

中
な
の
か
と
い
う
考
え
が
頭
を
掠
め
、
い
や
背
中
が
映
っ
て
も
そ
れ

は
俺
の
目
に
は
見
え
な
い
は
ず
で
、
俺
の
背
中
を
見
て
い
る
な
ら
俺

は
俺
で
は
な
く
、
で
は
誰
な
の
だ
と
い
っ
た
と
り
と
め
の
な
い
妄
念

が
ぐ
る
ぐ
る
と
渦
を
巻
く
。
（
Ⅲ
頁
）

け
、
そ
し
て
存
在
す
る
も
の
が
栩
谷
と
伊
関
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
乖
離

し
た
主
体
は
、
も
う
一
つ
の
客
体
に
な
る
し
か
な
く
、
こ
の
「
妄
想
」
は
主

客
が
交
代
し
な
が
ら
も
、
永
遠
に
「
ぐ
る
ぐ
る
と
渦
を
巻
く
」
様
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
「
井
堰
」
の
導
く
水
は
、
栩
谷
の
中
に
浸
透
し
そ
の
全
て

を
腐
ら
せ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

物
語
中
、
場
所
を
変
え
な
が
ら
も
淡
々
と
交
わ
さ
れ
て
ゆ
く
伊
関
と
の

会
話
の
裏
で
、
栩
谷
は
常
に
、
二
人
の
人
物
の
こ
と
を
考
え
続
け
て
い
る
。

ひ
と
り
は
、
自
分
を
裏
切
っ
た
友
人
、
も
う
一
人
は
死
別
し
た
祥
子
で
あ
る
。

友
人
に
対
し
て
繰
り
返
し
使
わ
れ
る
言
葉
は
「
憎
し
み
」
で
あ
る
。
他

人
に
「
憎
し
み
」
の
目
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
伊
関
と
ア
ス
カ
は
、
栩
谷

か
ら
相
同
的
な
関
係
と
と
ら
え
ら
れ
る
。

五
憎
し
み
の
連
鎖
あ
る
い
は
連
鎖
す
る
無
関
心

こ
い
つ
の
問
題
だ
、
こ
い
つ
と
小
坂
の
問
題
だ
と
栩
谷
は
思
い
、
で
、

俺
に
は
俺
の
問
題
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
つ
け
と

酔
い
に
霞
む
頭
で
ふ
と
認
し
ん
だ
。
憎
し
み
だ
、
そ
う
だ
憎
し
み
だ

よ
な
。
そ
う
思
い
当
た
っ
た
と
た
ん
に
栩
谷
は
、
実
際
、
自
分
の
中

に
激
し
い
憎
し
み
が
渦
巻
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
思
わ
ず
た
じ

ろ
い
だ
。
（
伽
頁
）

何
と
も
爽
快
じ
ゃ
あ
な
い
で
す
か
、
と
先
ほ
ど
伊
関
は
言
い
、
栩
谷

の
中
に
そ
こ
は
か
と
な
い
共
感
が
た
ゆ
た
い
は
し
た
の
だ
が
、
な
に
、
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「
ナ
メ
ク
ジ
」
と
は
偏
執
的
な
感
情
の
継
続
性
を
比
職
し
た
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
「
水
」
「
雨
」
に
よ
り
「
濡
れ
て
い
る
」
存
在
と
い
う
、
栩

谷
や
伊
関
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
派
生
し
て
き
た
想
像
力
で
あ
る
。
栩
谷
は
、

、

こ
の
友
人
に
対
し
て
の
「
憎
し
み
」
を
普
遍
化
さ
せ
、
全
て
の
人
間
を
最

、
、
、

初
か
ら
憎
ん
で
い
る
存
在
と
し
て
己
を
規
定
し
て
ゆ
く
。

何
故
そ
う
い
っ
た
思
考
に
至
っ
た
の
か
。
そ
の
過
程
を
必
然
と
し
て
追

う
こ
と
は
難
し
い
。
会
社
の
倒
産
と
い
う
事
態
が
引
き
起
こ
し
た
物
語
は
、

祥
子
を
思
い
出
す
と
い
う
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
祥
子
は
死
の
前
に

．
‐
一
，
，
。
。
◇
－
１
．
，
、
●
、
。
参
・
Ｉ
ノ
・
心
鰺
・
・
・
、
■
ク
ロ
ロ
コ
言
弓
ざ
、
刀
一
“
９
浬
《
Ｉ
Ｌ
ｌ
《
０
－
。
、
ノ
。
・
の
ロ
ン
・
津
こ

そ
α
友
人
と
供
併
を
紀
人
て
し
き
こ
え
沈
力
籾
名
に
そ
〃
こ
と
も
省

く
責
め
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
直
後
に
海
で
死
ん
だ
祥
子
の
死
因
と

そ
の
事
件
を
栩
谷
は
結
び
つ
け
て
考
え
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。

爽
快
ど
こ
ろ
か
、
結
局
俺
は
人
間
ど
も
を
陰
々
と
憎
み
な
が
ら
生
き

て
き
た
ナ
メ
ク
ジ
み
た
い
な
男
な
の
だ
。
俺
は
他
人
と
い
う
も
の
を

暖
か
く
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
男
な
の
だ
。
（
脱
頁
）

や
が
て
自
分
の
事
務
所
を
興
す
こ
と
に
し
た
と
き
も
そ
の
男
の
明
る

さ
や
几
帳
面
な
経
理
の
才
覚
を
買
っ
て
、
一
緒
に
や
ろ
う
と
持
ち
か

け
た
の
は
俺
の
方
だ
っ
た
。
祥
子
は
俺
の
人
生
の
一
時
の
さ
さ
や
か

な
挿
話
だ
っ
た
、
俺
に
と
っ
て
は
女
よ
り
も
や
は
り
友
達
の
方
が
大

事
な
の
だ
、
と
そ
う
自
分
を
納
得
さ
せ
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、

実
の
と
こ
ろ
心
の
奥
底
で
は
俺
は
あ
い
つ
を
ず
っ
と
憎
ん
で
い
た
の

だ
。

（
刷
頁
）

こ
う
考
え
る
栩
谷
は
、
自
分
の
思
い
と
行
動
の
齪
齢
を
「
憎
し
み
」
と

い
う
語
で
埋
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
こ
に
は
論
理
的

整
合
性
は
な
い
。
恐
ら
く
事
態
は
逆
な
の
だ
ろ
う
。
「
憎
し
み
」
が
あ
る

の
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
友
達
の
方
が
大
事
」
と
い
う
別
の
理
由
を
立
て
る

こ
と
に
よ
り
、
結
果
的
に
本
心
と
は
相
容
れ
な
い
行
動
を
選
択
し
た
の
だ
。

む
ろ
ん
、
そ
う
考
え
る
に
は
、
真
の
理
由
を
置
き
換
え
た
理
由
が
必
要
で

あ
る
。そ

も
そ
も
、
友
人
へ
の
感
情
の
背
景
に
は
、
祥
子
へ
の
想
い
と
同
質
な

も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
会
社
の
経
営
に
行
き
詰
ま
っ
た
直
接
の

原
因
は
、
友
人
で
あ
っ
た
が
、
伊
関
の
も
と
へ
お
く
ら
れ
た
栩
谷
が
、
最

初
に
思
い
出
し
た
の
は
、
祥
子
で
あ
り
、
友
人
は
、
そ
の
延
長
上
に
連
想

さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
両
者
を
含
め
て
栩
谷
は
、
三
角
関
係
で

・
う
う
こ
フ
ナ
《
こ
く
卿
子
ワ
己
首
ワ
ド
こ
日
見
す
る
二
入
り
人
勿
を
鞄
崖

Ｊ
（
》
》
、
ザ
″
″
ｂ
圭
々
叩
０
〃
Ｍ
ｖ
Ｄ
一
寸
〃
″
刊
７
１
ｋ
ふ
か
｝
レ
ノ
王
ｌ
〆
ｖ
一
三
ｍ
Ｆ
Ｄ
卵
Ｉ
即
〃
Ｌ
ｖ
ｒ
砂
０
ｒ
伽
Ｕ
》
日
県
８
号
。
Ｊ
》
》
、
一
〃
一
一
〃
“
Ｉ
、
〃
瓜
肌
『
Ｉ
・
け
、
６
０
－
』
・
ぴ

る
相
反
と
考
え
る
方
が
不
自
然
で
あ
る
。

若
き
日
の
自
身
を
性
的
な
存
在
で
あ
っ
た
と
考
え
て
お
き
な
が
ら
も
、

栩
谷
は
、
以
下
の
よ
う
に
回
想
す
る
。

だ
が
本
当
に
そ
う
か
、
と
何
か
酢
の
よ
う
な
味
の
す
る
生
ぬ
る
い

ウ
ィ
ス
キ
ー
を
口
に
含
み
な
が
ら
栩
谷
は
突
然
あ
や
ふ
や
に
な
っ
た
。

そ
ん
な
ふ
う
に
自
分
を
思
い
出
す
の
は
実
は
記
憶
の
詐
術
で
し
か
な

く
、
彼
の
う
ち
で
は
も
う
あ
の
頃
か
ら
す
で
に
陰
気
に
渡
っ
て
い
る

も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
祥
子
に
対
し
て
も
俺
は
本

当
の
と
こ
ろ
は
心
の
底
か
ら
食
欲
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
か
ら
祥
子
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
（
皿
頁
）

－44－



性
に
関
わ
ら
ず
、
他
者
全
般
に
対
し
て
の
栩
谷
の
態
度
を
、
「
無
関
心
」

と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
物
語
に
お
け
る
栩
谷
の
行
動
は
基
本
的
に
「
無
関
心
」

に
貫
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
祥
子
と
友
人
の
浮
気
を
あ
え
て
責
め
な
か
っ

た
理
由
を
、
自
分
自
身
へ
の
や
ま
し
さ
、
祥
子
へ
の
気
遣
い
、
な
ど
と
置

き
換
え
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
が
自
己
の
「
無
関
心
」
の
結
果
で
あ
っ
た

と
は
と
ら
え
な
か
っ
た
。
結
果
、
浮
気
の
原
因
も
、
ま
た
そ
の
死
の
原
因

す
ら
、
己
の
「
無
関
心
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
自
殺
で
あ
る
と
い
う
帰
結
を
避
け
る
た
め
に
、
そ
の
原
因

を
す
り
替
え
て
し
ま
っ
た
と
も
言
え
る
し
、
「
無
関
心
」
と
い
う
事
実
を

認
め
た
く
な
い
が
故
に
、
自
殺
だ
と
考
え
な
い
よ
う
に
し
た
と
も
言
え
る
。

だ
が
、
ど
ち
ら
に
せ
よ
、
こ
こ
で
始
ま
っ
た
の
は
、
「
無
関
心
」
と
い
う

真
の
理
由
が
置
き
換
え
ら
れ
て
ゆ
く
連
鎖
で
あ
っ
た
。

一
度
置
き
換
え
ら
れ
た
理
由
は
、
次
々
と
連
鎖
す
る
。
己
を
裏
切
っ
た

友
人
を
仕
事
の
仲
間
と
し
て
迎
え
入
れ
る
と
い
う
行
動
が
、
「
友
情
の
優

先
」
と
い
う
置
き
換
え
ら
れ
た
理
由
の
も
と
、
不
合
理
な
行
動
で
あ
り
な

が
ら
も
、
自
ら
選
択
さ
れ
て
し
ま
う
。

そ
し
て
、
祥
子
の
死
は
、
そ
れ
自
体
が
、
栩
谷
の
「
無
関
心
」
を
見
抜

あ
い
つ
は
み
な
が
そ
う
信
じ
た
よ
う
に
事
故
で
は
な
く
、
書
置
き
も

何
も
な
か
っ
た
が
自
殺
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
、
一
時
期
は

ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
る
ほ
ど
考
え
つ
め
、
そ
れ
か
ら
は
も
う
脳
裡
に
浮

か
べ
る
こ
と
す
ら
や
め
よ
う
と
心
に
決
め
て
そ
れ
な
り
に
成
功
し
て

き
た
考
え
が
、
い
き
な
り
蘇
っ
て
き
た
。

（
Ⅷ
頁
）

い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
し
ま
う
と
同
時
に
、
祥
子
が
そ
の
事
実
を
見
抜

い
て
い
た
と
い
う
仮
定
は
、
伊
関
と
の
や
り
と
り
で
、
自
分
の
内
面
を
簡

単
に
見
抜
か
れ
る
存
在
と
し
て
自
己
規
定
し
て
い
る
栩
谷
が
織
り
な
す
想

像
力
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

祥
子
が
栩
谷
を
見
抜
い
て
い
た
と
い
う
想
像
は
、
本
来
根
拠
の
無
い
仮

定
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
伊
関
と
の
や
り
と
り
で
他
人
に
こ
こ
ろ
を
見
透

か
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
栩
谷
は
、
こ

の
論
理
を
そ
の
ま
ま
友
人
に
も
あ
て
は
め
て
ゆ
く
。

本
来
は
、
友
人
に
裏
切
ら
れ
た
こ
と
か
ら
事
後
的
に
生
じ
た
と
考
え
ら

れ
る
「
恨
み
」
の
感
情
が
、
自
分
が
元
々
宿
し
て
い
た
感
情
で
あ
る
が
故

に
、
そ
れ
が
見
透
か
さ
れ
、
そ
し
て
恨
ま
れ
た
結
果
と
し
て
、
裏
切
ら
れ

た
と
い
う
論
理
的
な
逆
転
を
起
こ
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
伊
関
か
ら
得

雨
水
の
く
す
ん
だ
に
お
い
を
篭
も
ら
せ
た
ま
だ
三
十
前
の
貧
欲
な
男

の
四
肢
に
身
を
委
ね
な
が
ら
、
栩
谷
を
迎
え
入
れ
た
そ
の
自
分
の
躯

の
奥
底
で
、
彼
の
う
ち
に
早
く
も
は
び
こ
り
か
け
て
い
る
そ
う
し
た

不
吉
な
菌
糸
の
そ
よ
ぎ
を
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
面
頁
）

あ
の
男
を
、
自
分
が
ず
っ
と
憎
ん
で
き
た
こ
と
に
初
め
て
思
い
当

た
っ
た
。
こ
の
憎
し
み
は
今
度
の
金
の
ト
ラ
ブ
ル
に
始
ま
っ
た
こ
と

で
は
な
い
し
祥
子
と
の
一
件
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
も
本
当
は
な
い
。

結
局
、
最
初
か
ら
俺
は
あ
い
つ
が
嫌
い
だ
っ
た
の
だ
。
（
伽
頁
）
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伊
関
以
外
に
誰
も
居
な
い
と
思
っ
て
い
た
部
屋
の
片
隅
で
全
裸
の
少
女

を
発
見
し
た
栩
谷
だ
っ
た
が
、
そ
の
驚
き
も
全
く
別
の
も
の
に
す
り
替
え

ら
れ
る
。

た
に
す
ぎ
な
い
根
拠
の
無
い
自
己
像
が
、
本
来
た
ど
り
着
く
こ
と
の
な
い

他
者
の
思
考
へ
転
移
し
、
そ
し
て
そ
の
転
移
し
た
思
考
の
結
果
が
、
自
分

へ
の
災
い
へ
と
繋
が
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
す
ら
、
己
か
ら
出
て
き
た

帰
結
で
あ
る
と
考
え
し
ま
う
。
こ
れ
は
、
論
理
的
に
は
破
綻
し
て
い
る
と

も
言
え
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
永
遠
の
自
己
循
環
的
な
思
考
は
、
こ
の
物
語
そ
の

も
の
だ
っ
た
と
も
言
え
る
。
「
無
関
心
」
で
あ
っ
た
栩
谷
が
気
が
つ
い
た

の
は
、
他
者
の
い
な
い
物
語
を
生
き
て
き
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
「
鏡
」
を
媒
介
に
展
開
す
る
物
語
も
、
ま
た
最
後
に

は
消
え
て
し
ま
う
伊
関
も
ア
ス
カ
も
、
全
て
栩
谷
の
鏡
像
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
、
恐
ろ
し
い
ほ
ど
に
孤
独
か
つ
永
遠
の
循
環
の
中
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
物
語
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
誘
惑
す
る
ア
ス
カ
あ
る
い
は
キ
ノ
コ
の
誘
惑

し
か
し
、
栩
谷
を
呆
気
に
取
ら
せ
た
の
は
そ
の
全
裸
の
少
女
で
は
な

く
、
ベ
ッ
ド
を
縦
に
挟
む
形
で
置
か
れ
た
二
つ
の
ラ
ッ
ク
に
、
熱
帯

魚
を
飼
う
の
に
使
い
そ
う
な
ガ
ラ
ス
の
ケ
ー
ス
が
天
井
ま
で
積
み
上

げ
ら
れ
、
そ
の
こ
と
ご
と
く
が
上
部
に
取
り
付
け
ら
れ
た
薄
気
味
悪

い
紫
色
の
蛍
光
灯
に
照
ら
さ
れ
て
ほ
ん
の
り
光
っ
て
い
る
こ
と
だ
っ

こ
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
で
培
養
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
マ
ジ
ッ
ク

マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
ま
っ
た
く
法
律
に
は
触
れ
な
い
」

と
説
明
す
る
伊
関
の
言
い
分
に
は
、
同
時
代
的
な
状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
あ

る
程
度
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
た
。

古
く
は
、
古
代
メ
キ
シ
コ
な
ど
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
神
託
を
得
る
た
め
に

使
用
し
た
と
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
キ
ノ
コ
類
は
、
一
九
五
○
年
代
に
は
、
「
サ

イ
ケ
」
文
化
の
原
動
力
と
し
て
し
ば
し
ば
食
用
さ
れ
て
い
た
歴
史
を
持
つ
。

一
九
六
○
年
の
テ
ィ
モ
シ
ー
・
リ
ァ
リ
ー
の
大
規
模
な
実
験
は
、
有
効
成

分
で
あ
る
シ
ロ
シ
ビ
ン
や
シ
ロ
シ
ン
の
効
用
を
「
神
秘
体
験
」
と
か
「
前

向
き
な
変
化
」
と
称
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｌ
Ｓ
Ｄ
に
代
わ
る
「
合
法
的
」

な
幻
覚
剤
と
し
て
注
目
さ
れ
、
多
く
の
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
雑
誌
な

ど
で
特
集
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
《
５
－
。

日
本
で
も
、
そ
の
成
分
を
抽
出
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
っ
た
が
、
キ
ノ

コ
の
栽
培
や
食
用
自
体
は
当
初
は
違
法
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
九
○
年
代

は
、
海
外
と
同
様
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
向
け
雑
誌
な
ど
で
は
「
脱
法
ド
ラ
ッ

グ
」
と
し
て
販
売
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
は
「
鑑
賞
用
」
と
す
る
こ
と
で

食
品
衛
生
法
の
適
用
を
逃
れ
て
い
た
。
二
○
○
一
年
四
月
に
、
あ
る
有
名

芸
能
人
が
、
こ
の
キ
ノ
コ
を
食
し
、
錯
乱
状
態
で
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
に
駆
け
込
み
緊
急
入
院
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
、
社
会
問
題
化
。
二

○
○
二
年
六
月
に
麻
薬
原
料
植
物
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
規
制
対

象
と
な
っ
て
今
に
至
っ
て
い
る
｛
６
－
。

た
0

（
朋
頁
）
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引
用
の
や
り
と
り
は
、
「
鑑
賞
」
と
い
う
建
前
が
な
か
な
か
通
用
し
な

く
な
っ
た
が
、
か
と
い
っ
て
「
食
品
」
と
し
て
売
る
に
は
、
食
品
衛
生
法

の
適
応
と
な
っ
て
し
ま
う
点
な
ど
、
当
時
の
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
の
感
覚
を
濡

泗
に
切
り
取
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
脱
法
ド
ラ
ッ
グ
」
と
称
さ
れ
る
も
の
の
多
く
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

販
売
に
よ
り
拡
大
し
た
面
が
多
い
こ
と
は
否
め
な
い
。
ネ
ッ
ト
の
普
及
は
、

ウ
ィ
ン
ド
ウ
ズ
妬
の
発
売
を
機
に
し
た
も
の
だ
が
、
ネ
ッ
ト
利
用
の
急
速

な
拡
大
は
Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｎ
な
ど
の
回
線
速
度
の
向
上
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
の

で
、
実
質
上
こ
の
物
語
は
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
数
年
間
の
出
来
事
を
刻

ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。

「
ふ
ふ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
っ
て
い
う
や
つ
だ
よ
。
ネ
ッ
ト

上
に
な
か
な
か
辿
り
着
け
な
い
、
し
か
し
わ
か
る
や
つ
に
は
わ
か
る

と
い
っ
た
よ
う
な
広
告
の
サ
イ
ト
を
開
い
て
お
い
て
ね
」

「
金
の
亡
者
か
い
」

「
あ
ん
ま
り
は
っ
き
り
と
は
書
か
ず
に
、
グ
ラ
ム
何
千
円
っ
て
ね
。

足
が
つ
か
な
い
よ
う
に
定
期
的
に
サ
イ
ト
を
潰
し
ち
ゃ
あ
、
別
の
ア

ド
レ
ス
に
移
っ
て
い
く
」

「
足
が
つ
か
な
い
よ
う
に
っ
て
、
だ
っ
て
法
に
は
触
れ
な
い
ん
だ
っ

て
さ
っ
き
言
っ
て
た
じ
ゃ
な
い
か
」

「
あ
れ
食
べ
る
こ
と
自
体
は
何
の
犯
罪
で
も
な
い
ん
だ
が
、
売
る
の

は
ね
…
…
。
俺
は
食
品
販
売
の
免
許
持
っ
て
な
い
し
な
あ
」
（
Ⅷ
頁
）

「
あ
あ
、
厭
だ
あ
。
皮
が
剥
が
れ
て
い
く
う
」
ま
ず
い
な
、
と
伊

栩
谷
の
見
た
、
ア
ス
カ
に
対
す
る
キ
ノ
コ
の
効
用
と
は
、
い
わ
ゆ
る

「
バ
ッ
ト
ト
リ
ッ
プ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
後
に
再
会

し
た
際
、
こ
の
状
況
を
ア
ス
カ
自
ら
が
説
明
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
身

ぐ
る
み
剥
が
さ
れ
て
外
国
に
人
身
売
買
さ
れ
て
い
る
妄
想
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
の
「
身
ぐ
る
み
剥
が
さ
れ
る
」
と
い
う
感
覚
が
妄
想
に
接
続
し
て
い
ゆ
く
。

関
が
低
く
眩
く
の
が
栩
谷
の
耳
に
入
っ
た
。
「
厭
あ
、
つ
る
つ
る
、

剥
け
て
く
う
、
剥
け
て
く
う
、
な
ん
で
え
」
と
恐
慌
状
態
で
少
女
は

繰
り
返
し
、
さ
ら
に
自
分
の
肩
か
ら
小
さ
く
膨
ら
ん
だ
オ
レ
ン
ジ
の

よ
う
な
乳
房
へ
と
視
線
を
滑
ら
せ
な
が
ら
、
「
厭
あ
、
厭
あ
」
と
声

が
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
（
Ⅷ
頁
）

そ
れ
か
ら
あ
れ
が
始
ま
っ
た
：
．
．
：
。
あ
の
、
ほ
ら
、
木
の
皮
を
削
る

や
つ
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
、
大
工
さ
ん
の
使
う
、
あ
、
鉋
？
そ
う
、
あ

の
鉋
に
か
け
ら
れ
た
み
た
い
に
、
い
き
な
り
自
分
の
指
の
皮
が
ぺ

ろ
－
ん
と
剥
け
出
し
た
の
。
ぺ
ろ
－
ん
、
ぺ
ろ
－
ん
っ
て
。
バ
ナ
ナ

の
皮
剥
く
み
た
い
に
。
そ
の
皮
が
剥
け
る
は
し
か
ら
何
だ
か
汚
な
い

灰
色
に
変
わ
っ
て
、
ほ
ろ
ほ
る
、
粉
に
な
っ
て
崩
れ
て
く
の
。
一
枚

剥
け
る
と
そ
の
下
が
ま
た
剥
け
て
、
ま
た
剥
け
て
…
…
。
き
り
が
な

い
の
。
そ
れ
が
腕
か
ら
肩
、
肩
か
ら
胸
へ
と
広
が
っ
て
っ
て
．
：
…
。

お
っ
ぱ
い
の
と
こ
の
皮
も
べ
ろ
べ
ろ
に
剥
け
て
、
し
ま
い
に
は
白
い

あ
ば
ら
骨
が
見
え
て
き
ち
ゃ
っ
て
さ
。
厭
あ
…
…
」
そ
の
幻
覚
が
ま

だ
ま
ざ
ま
ざ
と
見
え
る
と
で
も
い
う
よ
う
に
ア
ス
カ
は
ぶ
る
っ
と
一

つ
身
震
い
し
た
。
（
Ⅲ
頁
）
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こ
こ
で
ア
ス
カ
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
自
ら
の
皮
が
剥
が
れ
て
ゆ
く
様

な
崩
壊
感
覚
で
あ
る
。
こ
の
崩
壊
感
覚
と
、
栩
谷
が
妄
想
す
る
自
ら
が
「
腐

る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、
非
常
に
近
い
位
置
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

伊
関
を
含
め
こ
の
三
人
は
、
自
ら
の
「
腐
る
」
イ
メ
ー
ジ
に
よ
り
結
ば
れ

て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
自
ら
の
未
来
を
予
想
し
て
い
た
か
の
様
な
ア

ス
カ
の
妄
想
も
、
そ
の
後
の
現
実
と
も
幻
想
と
も
つ
か
な
い
中
で
「
再
現
」

さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
か
ら
始
ま
る
ア
ス
カ
と
栩
谷
と
の
性
交
の
シ
ー
ン
は
、
そ
れ
ま
で

の
伊
関
と
の
そ
れ
の
「
反
復
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

伊
関
の
思
考
、
行
動
は
、
気
づ
か
な
い
う
ち
に
、
栩
谷
に
反
復
さ
れ
、
栩

谷
の
そ
れ
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
本
論
で
は
、
伊
関
か
ら
栩
谷
へ
の

「
浸
食
」
と
考
え
て
来
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
注
目
し
て
お
か

ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ア
ス
カ
の
接
吻
の
感
覚
を
「
花
が
腐
っ
て
い
る
よ

う
な
甘
い
馥
」
と
表
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
「
水
」
（
雨
）
と
、
「
栩
」
（
木
）

と
、
「
花
腐
し
」
（
卯
）
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
な
っ
た
瞬
間
で
あ
る
。

さ
ら
に
ど
れ
ほ
ど
時
間
が
経
っ
た
の
か
、
文
字
通
り
花
が
腐
っ
て
い

る
よ
う
な
甘
い
馥
り
が
む
う
っ
と
鼻
を
つ
き
、
次
い
で
ぬ
め
ぬ
め
し

た
柔
ら
か
な
も
の
が
唇
に
か
ぶ
さ
っ
て
き
た
の
を
感
じ
、
栩
谷
は

徐
々
に
昏
睡
か
ら
引
き
ず
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
。
（
Ⅳ
頁
）

卯
の
花
を
腐
す
長
雨
の
始
水
に

寄
る
木
屑
な
す
寄
ら
む
児
も
が
も

万
葉
の
歌
に
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
折
り
重
な
る
様
に
、
三
人
の
持
つ
イ

メ
ー
ジ
が
重
な
り
合
う
こ
と
で
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
ヘ
の
導
入
が
完
成
す
る
。

「
卯
」
「
谷
」
や
「
井
堰
」
さ
ら
に
は
、
万
葉
の
時
代
「
飛
鳥
」
の
イ
メ
ー

ジ
が
そ
れ
ぞ
れ
裏
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

こ
こ
で
召
喚
さ
れ
た
歌
も
ま
た
、
直
接
物
語
に
引
用
さ
れ
て
い
な
い
裏
側

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
物
語
で
「
万
葉
集
」
と
暗
示
さ
れ
て
お
き
な
が
ら
、

あ
え
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
歌
。
千
三
百
年
以
上

の
時
を
経
て
暗
示
的
に
引
用
さ
れ
た
「
幽
霊
」
と
し
て
の
引
用
が
織
り
な

す
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ャ
リ
テ
ィ
が
、
こ
こ
に
あ
る
。

「
憎
し
み
」
の
主
体
で
あ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
伊
関
と
栩
谷
の
み
な
ら
ず
、

ア
ス
カ
を
も
結
び
つ
け
る
。
燃
え
上
が
る
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
新
宿
の
街
並

み
を
文
字
通
り
、
焼
き
尽
く
そ
う
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
へ
と
繋
が
っ
て
ゆ
く
。

「
お
ま
え
な
あ
、
ま
た
キ
ノ
コ
で
ぶ
つ
飛
ん
で
る
の
か
」
と
鳴
き
か

け
て
み
た
が
、
ア
ス
カ
は
目
を
瞑
り
黙
り
こ
ん
だ
ま
ま
で
い
る
。
や

が
て
薄
目
を
開
き
、
ま
た
唇
を
栩
谷
の
唇
に
押
し
つ
け
て
き
た
が
、

そ
の
直
前
に
栩
谷
は
そ
の
切
り
傷
の
よ
う
に
う
っ
す
ら
開
い
た
一
重

瞼
の
目
に
憎
し
み
の
色
が
動
い
た
の
を
た
し
か
に
認
め
た
。
（
Ⅷ
頁
）

「
向
こ
う
か
ら
：
…
．
だ
ん
だ
ん
燃
え
て
く
る
：
…
・
・
火
が
こ
っ
ち
に

来
る
う
…
…
」
と
不
安
定
な
声
で
言
う
。
そ
う
か
そ
う
か
、
燃
え
ち

ま
え
と
栩
谷
は
思
っ
た
。
新
宿
駅
も
伊
勢
丹
も
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」

も
都
庁
ビ
ル
も
、
映
画
館
も
ホ
テ
ル
も
コ
マ
劇
場
も
、
何
も
か
も
燃
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こ
こ
で
も
、
栩
谷
が
思
考
上
で
繰
り
返
し
て
き
た
「
渡
る
」
と
い
う
概

念
が
、
「
い
の
ち
」
と
置
き
換
え
ら
れ
つ
つ
、
「
そ
れ
」
「
注
ぎ
込
む
」
と

い
う
部
分
か
ら
連
想
さ
れ
る
精
液
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
れ
を
世
界
（
お
化

け
）
を
構
築
す
る
根
源
で
あ
る
と
い
う
伊
関
の
話
の
反
復
な
の
で
あ
る
。

街
に
飲
み
込
ま
れ
る
と
い
う
伊
関
の
イ
メ
ー
ジ
に
抗
す
る
か
の
様
に
、

炎
に
よ
っ
て
「
呑
み
こ
ま
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
、
俺
が
呑
み
こ
む
の
だ
」
と

考
え
る
栩
谷
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
性
交
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
繰
り
返
し
伊

関
が
浸
食
し
て
く
る
。

え
ち
ま
え
。
娘
の
腿
の
方
ま
で
と
ろ
と
ろ
と
広
が
っ
て
い
る
こ
の
生

暖
か
い
も
の
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
伊
関
の
精
液
か
と
い
う
思
い
が
掠

め
、
し
か
し
そ
の
直
感
は
栩
谷
の
ペ
ニ
ス
を
い
っ
そ
う
硬
く
こ
わ
ば

ら
せ
る
だ
け
だ
っ
た
。
（
脱
頁
）

あ
あ
っ
、
あ
あ
っ
と
い
う
続
け
ざ
ま
に
高
ま
り
は
じ
め
た
ア
ス
ヵ
の

声
は
さ
っ
き
襖
越
し
に
聞
こ
え
て
き
た
も
の
と
や
は
り
同
じ
で
、
こ

ん
な
ふ
う
に
渡
っ
て
い
る
も
の
が
結
局
の
と
こ
ろ
良
か
れ
悪
し
か
れ

俺
の
い
の
ち
な
の
だ
、
そ
れ
を
こ
の
女
の
檗
々
の
深
ま
り
の
い
ち
ば

ん
奥
へ
注
ぎ
こ
む
の
だ
と
栩
谷
は
思
っ
た
。
（
剛
頁
）

「
あ
あ
、
冷
た
い
よ
お
、
い
や
あ
…
・
・
・
」
と
声
を
上
げ
、
そ
れ

が
耳
に
届
く
か
届
か
ぬ
か
と
い
う
う
ち
に
ぴ
し
や
り
と
濡
れ
そ
ぽ
つ

感
触
が
ま
た
栩
谷
に
戻
っ
て
き
た
。
周
囲
か
が
よ
の
紫
色
の
灰
か
な

焼
き
尽
く
す
火
の
イ
メ
ー
ジ
が
反
転
し
て
水
に
な
る
。
性
行
為
の
比
職

と
し
て
の
み
と
ら
え
れ
ば
い
さ
さ
か
凡
庸
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
栩
谷
自

身
は
「
薄
汚
れ
た
屍
骸
」
と
な
り
、
「
蛆
さ
え
涌
」
い
て
い
る
。
同
様
に
、

ア
ス
カ
も
「
肉
の
腐
っ
た
に
お
い
が
い
っ
そ
う
強
く
な
」
り
、
「
屍
骸
と

化
し
て
」
い
る
。
こ
の
時
点
で
既
に
伊
関
の
姿
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
の

は
、
二
つ
の
腐
る
「
屍
骸
」
と
は
び
こ
る
水
の
イ
メ
ー
ジ
の
み
で
あ
る
。

七
再
帰
す
る
祥
子
あ
る
い
は
不
吉
な
吉
兆

栩
谷
も
ア
ス
カ
も
自
ら
の
語
る
「
未
来
の
幽
霊
」
の
像
と
同
じ
よ
う
に
、

雨
に
打
た
れ
な
が
ら
腐
っ
て
士
に
還
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
瞬
間
に
思
い
出
さ

れ
た
の
が
、
祥
子
と
再
会
し
た
新
宿
の
本
屋
で
の
出
来
事
だ
っ
た
。
そ
の

再
会
は
、
二
人
を
結
び
つ
け
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
交

わ
さ
れ
る
会
話
は
、
「
始
ま
り
」
に
相
応
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

耀
い
が
い
き
な
り
水
滴
に
変
わ
っ
て
躯
中
の
皮
膚
に
ぴ
し
や
ぴ
し
ゃ

と
へ
ば
り
つ
き
、
ど
ん
な
小
さ
な
隙
間
や
窪
み
に
ま
で
染
み
通
っ
て

く
る
。
（
Ⅲ
頁
）

本
当
は
少
女
も
中
年
男
も
疾
う
に
腐
り
き
っ
た
肉
の
堆
積
で
し
か
な

く
、
後
は
も
う
酸
に
汚
れ
た
雨
に
う
た
れ
と
ろ
と
ろ
に
溶
け
互
い
に

交
じ
り
合
っ
て
ゆ
く
だ
け
な
の
だ
。
で
は
、
こ
う
し
て
土
に
還
っ
て

ゆ
く
の
か
、
そ
れ
な
ら
そ
れ
で
い
い
と
栩
谷
は
思
っ
た
。
（
Ⅷ
頁
）
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一

摂
し
た
名
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

出
会
っ
た
際
に
「
死
を
弔
う
仕
方
」
に
つ
い
て
話
を
し
た
と
い
う
の
は
、

い
さ
さ
か
暗
示
め
い
て
は
い
る
が
、
物
語
的
に
は
、
「
土
葬
」
と
は
「
腐
」

る
こ
と
に
よ
り
「
士
に
還
る
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
呼
び
お
こ
さ
れ
た

記
憶
で
あ
る
。

「
祥
」
と
は
、
基
本
的
に
め
で
た
い
こ
と
の
前
兆
と
し
て
の
意
味
で
と

ら
え
ら
れ
る
字
で
あ
る
。
だ
が
、
一
周
忌
の
こ
と
を
「
少
祥
」
。
三
周
忌

の
こ
と
を
「
大
祥
」
と
言
う
よ
う
に
、
必
ず
し
も
吉
兆
を
示
す
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
意
味
は
、
元
来
儒
教
の
「
祥
月
命
日
」
と
い
う
語
か
ら
来
て

お
り
、
死
者
を
祖
廟
に
神
と
し
て
ま
つ
る
の
で
吉
祭
で
あ
る
と
も
と
れ
る

が
、
物
語
に
お
い
て
は
、
「
祥
子
」
と
は
あ
る
意
味
、
そ
の
「
死
」
を
包

そ
う
だ
、
た
し
か
あ
の
と
き
雨
の
街
路
が
見
え
る
ガ
ラ
ス
張
り
の

喫
茶
店
で
の
雑
談
の
途
中
で
弔
い
の
風
習
が
話
題
に
な
っ
た
の
だ
。

祥
子
の
立
ち
読
み
し
て
い
た
本
の
話
に
な
り
、
そ
れ
が
祥
子
が
大
学

で
専
攻
し
た
文
化
人
類
学
か
何
か
の
本
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
あ
た

し
の
田
舎
で
は
ね
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
ま
だ
土
葬
の
風
習
が
残
っ

て
い
る
集
落
も
あ
る
ん
で
す
よ
。

（
Ⅲ
頁
）

階
段
を
下
り
て
踊
り
場
ま
で
来
て
、
も
う
習
慣
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
よ
う
に
ま
た
脇
の
壁
に
掛
か
っ
た
鏡
の
中
を
覗
き
こ
む
。
く
た
び

れ
た
顔
の
中
年
男
が
い
つ
も
の
よ
う
に
現
わ
れ
た
が
、
一
瞬
遅
れ
て

そ
の
背
後
の
、
わ
ず
か
離
れ
た
階
段
の
あ
た
り
に
小
さ
な
白
っ
ぽ
い

女
の
顔
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
薄
暗
い
裸
電
球
に
ぼ
ん
や
り
照
ら
し

最
後
に
ア
パ
ー
ト
を
後
に
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
「
鏡
」
に
映
っ
た
の

は
祥
子
だ
っ
た
。
祥
子
は
栩
谷
と
す
れ
違
い
な
が
ら
、
階
段
を
の
ぼ
り
部

屋
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
。
伊
関
も
ア
ス
カ
も
い
な
い
、
あ
の
部
屋
の
中
に

で
あ
る
。
ま
る
で
二
人
の
ア
パ
ー
ト
で
の
同
棲
時
代
が
反
復
さ
れ
る
か
の

よ
う
に
。

何
度
も
細
か
い
反
復
を
繰
り
返
し
た
物
語
は
、
再
び
祥
子
と
の
物
語
に

還
っ
て
ゆ
く
。
「
ど
う
し
て
そ
ん
な
に
濡
れ
る
の
」
と
言
っ
て
い
た
女
、

常
に
「
雨
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
伴
う
そ
の
女
は
、
栩
谷
の
前
か
ら
消
え
て
し

ま
っ
た
。
十
年
以
上
の
時
を
経
て
、
そ
の
死
を
「
入
水
」
で
あ
る
と
悟
っ

・
こ
側
脚
ご
丁
十
《
、
，
一
『
。
、
ノ
つ
‐
〃
、
「
７
１
０
ノ
ブ
／
こ
こ
一
寺
、
０
レ
ー
』
一
一
二
一
・
《
士
フ
・
こ
ハ
ノ
ベ
こ
○

Ｊ
．
Ｊ
換
雁
．
ク
Ｔ
ｌ
い
．
ｃ
、
ヴ
ヘ
兵
、
ゴ
く
一
》
グ
ー
ノ
〆
、
、
”
』
一
二
１
１
℃
ロ
ノ
Ｌ
、
Ｌ
、
‐
、
く
ｊ
山
”
“
▽
、
ソ
牝
・
イ
ノ
グ
し
ゴ
ノ

〈
註
〉

※
物
語
の
引
用
は
、
初
出
及
び
二
○
○
○
年
八
月
の
講
談
社
版
の
単
行
本
と

二
○
○
五
年
六
月
の
講
談
社
文
庫
版
を
比
較
の
上
、
文
庫
本
か
ら
引
用
し
た
。

頁
数
は
文
庫
本
の
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
西
井
一
夫
『
続
・
昭
和
二
十
年
東
京
地
図
』
筑
摩
書
房
、
一
九
八
七
（
昭

和
六
二
）
年
三
月

わ
ず
か
な
時
代
の
刻
印
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
中
で
、

一
晩
の
幻
想
は
物
語
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
永
遠
に
円
環
す
る
物
語
と
し
て
。

出
さ
れ
た
や
や
情
き
加
減
の
横
顔
は
祥
子
の
も
の
で
、
そ
れ
は
栩
谷

の
視
界
を
ゆ
っ
く
り
と
掠
め
て
階
上
へ
消
え
て
ゆ
く
。
（
Ⅲ
頁
）
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（
２
）
社
会
安
全
研
究
財
団
『
韓
国
系
ニ
ュ
ー
カ
マ
ー
ズ
か
ら
み
た
日
本
社
会

の
諸
問
題
』
二
○
○
六
年
（
平
成
一
八
）
年
三
月

（
３
）
山
野
車
輪
『
在
日
の
地
図
』
海
王
社
、
二
○
○
六
年
一
○
月

（
４
）
小
川
一
真
『
東
京
風
景
』
小
川
一
真
出
版
部
、
明
治
四
四
年
四
月

（
５
）
長
沢
栄
史
『
日
本
の
毒
き
の
こ
』
学
習
研
究
社
、
二
○
○
九
年
九
月

（
６
）
マ
ジ
ッ
ク
マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
と
文
化
的
言
説
の
関
連
に
つ
い
て
の
調
査

の
一
例
と
し
て
、
白
松
賢
「
マ
ジ
ッ
ク
マ
ッ
シ
ュ
ル
ー
ム
と
は
何
か
ｌ
公
共

の
言
説
と
せ
め
ぎ
あ
う
使
用
者
の
経
験
ｌ
」
亀
教
育
社
会
学
研
究
』
測
号
、

日
本
社
会
教
育
、
二
○
○
四
年
五
月
）
な
ど
が
あ
る
。
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