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▽
１第

一
四
九
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
藤
野
可
織
「
爪
と
目
」
（
『
新
潮
』
二
〇
一
三
・

四
）
は
、
二
人
称
を
用
い
た
話
法
（
語
り
）
が
注
目
さ
れ
、
「
芥
川
賞
選
評
」
に
お
い

て
も
評
価
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
小
説
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
話
法
だ
け
で
な
く
、

ホ
ラ
ー
、
あ
る
い
は
ね
じ
れ
た
母
娘
関
係
の
描
出
と
し
て
も
高
い
評
価
を
得
た
小
説

で
も
あ
る
。
「
爪
と
目
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
即
し
た
、
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」

と
い
う
女
性
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
内
藤
千
珠
子
「
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ

ー
ル
の
無
関
心

─
「
水
の
女
」
の
系
譜
と
藤
野
可
識
「
爪
と
目
」
」（
『
大
妻
国
文
』

二
〇
一
四
・
三
）
に
、
て
い
ね
い
な
主
題
論
的
読
解
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で

は
、
同
論
も
含
め
た
批
評
を
参
照
し
つ
つ
、
そ
の
方
法
論
‐
話
法
に
注
目
し
た
い
。

そ
れ
に
先
立
ち
、
「
爪
と
目
」
の
概
要
を
、
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
確
認
し
て
お
こ

う
。
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
捉
え
れ
ば
、
事
故
死
を
遂
げ
た
母
の
娘
「
わ
た
し
」
が
、

自
分
に
無
関
心
な
（
父
と
）
後
妻
「
あ
な
た
」
に
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
つ
づ
け
、
そ
の
帰

結
と
し
て
、
「
あ
な
た
」
の
瞳
に
乾
い
た
「
マ
ニ
キ
ュ
ア
の
薄
片
」
を
押
し
当
て
る
ま

で
の
物
語
で
あ
る
。
話
法
の
妙
と
し
て
は
（
広
義
の
）
二
人
称
が
用
い
ら
れ
、
語
り

、

手
で
あ
る
「
わ
た
し
」
が
、
三
歳
児
だ
っ
た
当
時
の
視
座
と
、「
あ
な
た
」
と
呼
ぶ
後

妻
と
（
父
と
）
自
分
自
身
と
を
「
だ
い
た
い
、
お
な
じ
」
と
自
覚
す
る
に
至
っ
た
（
成

人
し
た
）
現
在
の
視
座
と
を
折
り
重
ね
て
構
成
し
た
点
が
話
題
を
集
め
も
し
た
。
従

っ
て
、
「
爪
と
目
」
に
論
及
す
る
こ
と
は
、
不
可
避
的
に
こ
の
話
法
へ
の
言
及
を
孕
ま

ざ
る
を
得
な
い
。
岡
和
田
晃
「
「
私
」
と
〈
怪
物
〉
と
の
距
離

─
藤
野
可
織
の
〈
リ

ア
リ
ズ
ム
〉
」（
『
早
稲
田
文
学
』
二
〇
一
四
・
一
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
概
評
さ
れ
る
。

そ
も
そ
も
「
爪
と
目
」
は
、
三
歳
の
女
児
で
あ
る
「
わ
た
し
」
と
そ
の
母
親

役
と
な
っ
た
「
あ
な
た
」
の
微
妙
な
関
係
を
主
軸
に
し
た
小
説
で
あ
り
、「
わ
た

し
」
が
観
察
す
る
「
あ
な
た
」
の
何
気
な
い
ふ
る
ま
い
が
、
最
終
的
な
破
滅
を

引
き
起
す
伏
線
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
話
法
の
時
間
（
軸
）
に
注
目
し
た
内
藤
千
珠
子
「
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ

ー
ル
の
無
関
心
」（
前
掲
）
で
は
、「
爪
と
目
」
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
も
す
る
。
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こ
の
小
説
は
「
あ
な
た
」
の
体
験
し
た
こ
と
が
そ
の
当
時
三
歳
だ
っ
た
「
わ
た

し
」
に
よ
っ
て
再
話
的
に
語
ら
れ
る
と
い
う
構
造
を
持
ち
、
テ
ク
ス
ト
上
に
は

複
数
の
視
点
、
複
数
の
時
間
が
存
在
し
て
い
る
。
「
あ
な
た
」
は
、
三
人
称
に
も

一
人
称
に
も
読
み
換
え
可
能
な
主
語
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
き
、
し
た
が
っ
て
、

「
わ
た
し
」
の
存
在
は
「
あ
な
た
」
の
間
近
か
ら
も
、
内
側
か
ら
も
、
そ
し
て

外
部
か
ら
も
「
あ
な
た
」
を
と
ら
え
、
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
の
距
離
は
肉

薄
す
る
。

さ
ら
に
は
、
（
芥
川
賞
受
賞
以
前
の
）
「
爪
と
目
」
初
出
時
に
も
、
島
田
雅
彦
・
大

澤
信
亮
・
谷
崎
由
依
「
創
作
合
評
【
第
四
四
六
回
】
」
（
『
群
像
』
二
〇
一
三
・
五
）
で

と
り
あ
げ
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
論
評
さ
れ
て
い
る
。

大
澤

僕
は
必
然
性
は
あ
る
と
思
い
ま
し
た
。
「
あ
な
た
」
で
は
な
く
麻
衣
に
し

て
「
わ
た
し
」
の
一
人
称
単
視
点
で
、
あ
る
い
は
三
人
称
多
視
点
で
母
娘
の
確

執
を
語
っ
て
い
っ
た
場
合
、
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
母
娘
も
の
と
し
て
物
語
は
閉

鎖
し
て
し
ま
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
二
人
称
と
い
う
語
り
の
技
法
を
入
れ

る
こ
と
で
、
小
説
が
立
体
化
さ
れ
、「
あ
な
た
」
と
問
い
か
け
ら
れ
た
読
者
を
も

巻
き
込
み
な
が
ら
突
き
放
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
の
工

夫
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

谷
崎

私
も
こ
の
「
あ
な
た
」
と
い
う
呼
称
は
、
語
り
の
迫
力
を
生
ん
で
い
る

と
思
い
ま
す
。
こ
の
小
説
の
「
わ
た
し
」
は
、
「
わ
た
し
」
が
知
り
得
な
い
「
あ

な
た
」
の
こ
と
を
、
ま
る
で
見
て
い
た
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

い
わ
ば
千
里
眼
の
持
ち
主
で
す
よ
ね
。
こ
れ
は
最
終
的
に
、「
わ
た
し
」
と
「
あ

な
た
」
が
「
だ
い
た
い
、
お
な
じ
」
だ
か
ら
と
い
う
、
一
種
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

で
説
明
で
き
る
と
思
う
ん
で
す
。

こ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
「
爪
と
目
」
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
、
書
き
手
の
藤
野

可
織
が
、
右
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
局
面
に
き
わ
め
て
意
識
的
・
戦
略
的
に
取
り
組
ん

で
い
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た
工
夫
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
場
所
で
自
ら
語
っ

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
藤
野
可
織
「
正
確
に
書
く
こ
と
」
（
『
波
』
二
〇
一
三
・
九
）

で
は
、
話
法
（
の
設
定
）
が
小
説
の
成
立
に
直
結
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

最
初
は
三
人
称
で
書
い
て
い
た
の
で
す
が
、
最
後
ま
で
書
き
進
め
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
に
か
違
う
、
と
い
う
思
い
が
ず
っ
と
消
え
な
か
っ
た

か
ら
で
す
。
章
ご
と
に
視
点
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
く
や
り
方
で
書
い
た
り
、
一

人
称
で
書
い
た
り
、
文
章
の
手
触
り
を
い
ろ
い
ろ
と
変
え
て
み
た
り
と
、
冒
頭

か
ら
何
度
も
書
き
直
し
て
い
た
の
で
す
が
、
途
中
で
か
な
ら
ず
前
に
進
む
こ
と

が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。
〔
…
…
〕

そ
れ
が
、
い
ま
の
か
た
ち
、「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い

く
と
い
う
書
き
方
で
直
し
始
め
た
と
こ
ろ
、
最
後
の
シ
ー
ン
ま
で
進
む
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
言
葉
に
す
る
の
は
難
し
い
の
で
す
が
、
「
時
間
の
幅
」
の
よ
う
な

も
の
を
小
説
の
な
か
に
作
り
出
せ
た
と
い
う
の
が
、
書
き
上
げ
る
こ
と
の
で
き

た
理
由
の
ひ
と
つ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
過
去
、
現
在
、
未
来
と
、
幅
の
あ

る
時
間
軸
を
自
由
に
い
っ
た
り
き
た
り
す
る
の
に
、
い
ま
の
書
き
方
が
し
っ
く

り
き
て
、
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
の
関
係
性
が
描
き
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
に
、「
受
賞
の
こ
と
ば
」
（
『
文
芸
春
秋
』
二
〇
一
三
・
九
）
に
お
け
る
、
藤
野
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可
織
の
次
の
発
言
も
考
え
併
せ
て
み
よ
う
。

小
説
は
情
報
だ
と
い
う
こ
と
を
い
つ
も
意
識
し
て
い
る
。
情
報
に
も
い
ろ
い

ろ
種
類
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ひ
と
ま
ず
は
情
報
と
い
う
語
の
、
少
し
だ
け
遠
く

て
無
機
質
な
印
象
を
、
私
は
大
切
に
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
小
説
を
書
く
と
き
、

私
は
情
報
を
記
録
す
る
た
め
だ
け
に
存
在
し
て
い
る
、
と
も
思
う
よ
う
に
し
て

い
る
。
私
の
仕
事
は
、
記
録
す
べ
き
対
象
に
つ
い
て
、
い
い
と
か
悪
い
と
か
、

好
き
だ
と
か
嫌
い
だ
と
か
評
価
を
下
す
こ
と
で
は
な
い
。
も
の
ご
と
や
人
物
の

い
っ
さ
い
を
、
肯
定
も
否
定
も
せ
ず
、
で
き
る
だ
け
正
確
に
記
述
す
る
こ
と
。

た
だ
そ
れ
だ
け
だ
。

つ
ま
り
、
書
き
た
い
モ
チ
ー
フ
／
テ
ー
マ
を
小
説
に
す
る
に
際
し
て
、
そ
れ
を
〝

情
報
と
し
て
正
確
に
書
く
〟
た
め
に
、
人
称
を
は
じ
め
と
し
た
話
法
に
工
夫
を
こ
ら

す
と
い
う
の
が
藤
野
可
織
の
戦
略
で
あ
り
、
そ
の
成
果
こ
そ
が
「
爪
と
目
」
な
の
だ
。

▽
２本

稿
で
は
、「
芥
川
賞
選
評
」（
『
文
芸
春
秋
』
二
〇
一
三
・
九
）
で
も
論
及
が
あ
い

つ
ぎ
、
大
勢
に
お
い
て
評
価
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
「
爪
と
目
」
の
話
法
に
注
目
す
る
。

あ
ら
か
じ
め
論
点
を
整
理
す
る
た
め
に
、
佐
々
木
敦
『
あ
な
た
は
今
、
こ
の
文
章

を
読
ん
で
い
る
。

パ
ラ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
誕
生
』
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇

一
四
）
を
参
照
し
て
お
き
た
い
。
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
／
パ
ラ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
主

題
と
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
論
を
展
開
し
て
い
く
中
で
「
爪
と
目
」
に
論
及
す
る
佐
々

木
は
、
同
作
を
《
何
と
も
謎
め
い
た
、
実
に
不
気
味
な
小
説
》
だ
と
評
し
て
い
る
。

そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
第
一
に
、
ふ
つ
う
に
考
え
る
と
「
わ
た
し
」
が
知
ら
な
い
は

、
、
、
、
、
、
、
、

ず
の
事
柄
が
実
に
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
く
点
、
第
二
に
、
「
わ
た
し
」
が
語
る
動
機
が

不
分
明
だ
と
い
う
点
に
あ
る
。
問
い
に
換
言
す
れ
ば
、
な
ぜ
「
わ
た
し
」
は
「
あ
な

た
」
に
つ
い
て
こ
ん
な
に
も
多
く
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
、
《
「
爪
と

目
」
の
「
わ
た
し
」
は
、
ど
う
し
て
「
あ
な
た
」
に
語
り
か
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
》

と
な
り
、
い
ず
れ
も
「
あ
な
た
」
を
導
入
し
た
が
ゆ
え
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
、

テ
ク
ス
ト
の
《
不
気
味
》
な
局
面
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
の
様
態
に
、《
「
あ

な
た
」
と
「
わ
た
し
」
の
反
転
も
し
く
は
同
一
化
と
い
う
観
点
を
考
慮
す
る
と
、
更

に
事
態
は
複
雑
怪
奇
と
な
る
》
と
い
う
佐
々
木
は
、《
「
あ
な
た
」
と
は
誰
で
あ
り
、「
わ

た
し
」
と
は
誰
な
の
か
。
何
ご
と
か
を
物
語
る
と
は
、
果
た
し
て
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
？
》
、
と
い
う
原
理
的
な
問
い
を
「
爪
と
目
」
か
ら
と
り
だ
し
て
い
る
。

本
節
で
は
、
右
に
あ
げ
ら
れ
た
第
一
の
点
に
留
意
し
な
が
ら
、
「
爪
と
目
」
の
話
法

の
特
徴
を
、
具
体
的
な
本
文
の
読
解
‐
分
析
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

藤
野
可
織
「
爪
と
目
」
は
、
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

は
じ
め
て
あ
な
た
と
関
係
を
持
っ
た
日
、
帰
り
際
に
な
っ
て
父
は
「
き
み
と

は
結
婚
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
。
あ
な
た
は
驚
い
て
「
は
あ
」
と
返
し
た
。
父

は
心
底
す
ま
な
そ
う
に
、
自
分
に
は
妻
子
が
い
る
こ
と
を
明
か
し
た
。
あ
な
た

は
ま
た
「
は
あ
」
と
言
っ
た
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
な
た
に
は
ど
う
で
も
い
い
こ

と
だ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
、
睫
毛
か
ら
落
ち
た
マ
ス
カ
ラ
の
粉
が
目
に
入
り
込
み
、

コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
に
接
触
し
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
あ
な
た
は
ぐ
っ
と
ま
ぶ
た

に
力
を
入
れ
て
目
を
見
開
い
て
か
ら
、
う
つ
む
い
て
何
度
も
ま
ば
た
き
を
し
た
。

そ
れ
で
も
痛
み
が
取
れ
な
い
の
で
、
し
か
た
な
く
右
目
の
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ

を
外
し
た
。
あ
な
た
は
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
ハ
ー
ド
レ
ン
ズ
を
愛
用
し
て
い
た
。

慣
れ
た
動
作
で
照
明
に
レ
ン
ズ
を
透
か
し
、
舌
の
先
で
一
舐
め
し
て
装
着
し
直
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す
あ
い
だ
、
父
は
謝
り
続
け
て
い
た
。
子
ど
も
が
い
る
ん
だ
、
ま
だ
小
さ
い
子

ど
も
な
ん
だ
、
と
父
は
繰
り
返
し
た
。

「
う
ん
、
わ
か
っ
た
」
と
あ
な
た
は
答
え
た
。
父
は
も
う
黙
り
た
が
っ
て
い
た
。

だ
か
ら
、
黙
ら
せ
て
あ
げ
る
た
め
に
言
っ
た
の
だ
っ
た
。
ほ
ん
と
う
は
、
子
ど

も
が
い
よ
う
が
い
ま
い
が
私
に
は
関
係
な
い
の
に
、
と
言
い
た
か
っ
た
。

藤
野
可
織
と
の
対
談
「
こ
の
世
界
を
正
確
に
書
き
う
つ
し
た
い
」
（
『
文
学
界
』
二

〇
一
三
・
九
）
で
、
右
の
冒
頭
部
、
特
に
冒
頭
の
一
文
に
つ
い
て
堀
江
敏
幸
は
、
《
非

常
に
印
象
的
》
だ
と
し
た
上
で
、
そ
の
内
実
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

い
ま
の
「
普
通
」
と
い
う
指
標
を
借
り
て
言
え
ば
、
普
通
、「
は
じ
め
て
あ
な
た

と
関
係
を
持
っ
た
日
」
と
く
れ
ば
、「
わ
た
し
は
」
と
続
け
た
く
な
る
。
そ
こ
へ

「
父
は
」
と
来
る
の
で
、
読
み
手
の
思
考
の
規
範
が
い
き
な
り
崩
れ
る
。
し
ば

ら
く
先
ま
で
読
み
進
め
る
と
、
「
わ
た
し
は
三
歳
の
女
の
子
だ
っ
た
」
と
書
か
れ

て
い
て
、「
だ
っ
た
」
と
あ
る
以
上
、
今
は
も
う
そ
の
年
齢
で
は
な
い
は
ず
な
の

に
、
読
者
は
不
透
明
な
冒
頭
の
余
韻
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
ま
る
で
異
様
に
知
能

の
発
達
し
た
三
歳
の
子
が
、
間
近
で
見
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚

に
陥
る
。
語
り
の
捩
れ
か
ら
、
ひ
と
つ
の
世
界
に
引
き
ず
り
こ
ま
れ
る
。
こ
の

仕
掛
け
が
と
て
も
う
ま
く
効
い
て
い
る
ん
で
す
。

こ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
つ
つ
、
改
め
て
「
爪
と
目
」
冒
頭
部
を
検
討
し
て
み
よ

う
。
仮
に
、
「
わ
た
し
」
が
、
当
時
の
年
齢
通
り
の
三
歳
児
で
、
現
場
に
居
合
わ
せ
た

と
想
定
し
た
場
合
、
そ
の
語
り
に
は
知
り
得
な
い
は
ず
の
情
報
が
あ
ま
り
に
多
く
孕

ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
「
あ
な
た
」
の
心
理
、
「
あ
な
た
」
の
目
の
痛

み
、「
あ
な
た
」
の
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
使
用
歴
、
そ
し
て
父
の
心
理
、
そ
の
い
ず
れ

も
が
右
の
仮
定
に
お
い
て
は
知
り
得
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
を
、
冒
頭
部
の
よ

う
な
か
た
ち
で
言
語
化
す
る
能
力
も
ま
た
、
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
単
行
本
の
ペ
ー
ジ
を
繰
り
は
じ
め
て
か
ら
し
ば
ら
く
は
、
「
あ
な
た
」

‐
「
わ
た
し
」
‐
父
と
い
う
人
物
の
存
在
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、
一
連
の
文
字
列

の
言
表
主
体
を
い
い
あ
て
る
こ
と
は
、
困
難
を
き
わ
め
る
。
前
提
も
説
明
も
な
く
、「
爪

と
目
」
一
流
の
話
法
は
、
冒
頭
か
ら
静
か
に
、
着
実
に
展
開
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
時
、

「
レ
ン
ズ
の
む
こ
う

─
藤
野
可
織
の
小
説
に
つ
い
て
」
（
『
文
学
界
』
二
〇
一
三
・

九
）
の
円
城
塔
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
《
言
葉
の
処
理
が
追
い
つ
く
ま
で
は
、
誰
だ
か

不
明
な
人
物
が
幻
の
よ
う
に
紙
面
に
浮
か
び
、
確
定
さ
れ
て
消
え
て
い
く
》
の
で
あ

り
、《
さ
ら
に
は
「
母
」
と
「
あ
な
た
」
は
同
じ
人
物
で
は
な
い
と
い
う
事
情
も
加
わ

り
、
こ
こ
に
小
説
史
上
初
と
も
言
え
る
語
り
手
が
登
場
し
て
く
る
》
こ
と
に
な
る
。

「
性
格
の
穏
や
か
な
、
無
口
で
お
と
な
し
い
子
だ
か
ら
」
と
わ
た
し
の
父
が
言

っ
た
と
き
、
紅
茶
の
カ
ッ
プ
に
添
え
た
あ
な
た
の
指
先
に
、
ハ
ム
ス
タ
ー
の
や

わ
ら
か
い
け
れ
ど
芯
の
あ
る
脚
の
感
触
が
よ
み
が
え
っ
た
。
父
は
、
「
好
き
嫌
い

な
く
な
ん
で
も
食
べ
る
し
、
ア
レ
ル
ギ
ー
も
な
い
」
と
も
言
い
、
そ
の
わ
ず
か

な
あ
い
だ
に
も
う
ハ
ム
ス
タ
ー
の
記
憶
は
あ
と
か
た
も
な
く
な
っ
て
い
た
。
父

は
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
一
人
娘
の
は
な
し
を
、
わ
た
し
の
は
な
し
を
し
て
い
る
の

だ
っ
た
。

冒
頭
の
場
面
か
ら
一
年
半
が
た
ち
、
「
あ
な
た
」
が
過
去
に
飼
っ
て
い
た
ハ
ム
ス
タ

ー
の
「
感
触
」
（
の
記
憶
）
ま
で
を
な
ぜ
か
知
る
「
わ
た
し
」
に
よ
る
右
の
一
節
に
至

っ
て
、
よ
う
や
く
、
語
り
手
＝
「
わ
た
し
」
‐
そ
の
父
‐
父
の
恋
人
（
後
に
妻
）
＝
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「
あ
な
た
」
と
い
う
三
者
の
関
係
が
、
そ
の
輪
郭
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
く
。

冒
頭
以
降
の
展
開
と
し
て
は
、
息
詰
ま
る
「
わ
た
し
」
か
ら
み
た
「
あ
な
た
」
と

の
関
係
が
、
知
り
得
な
い
よ
う
な
こ
と
ご
と
も
含
め
た
回
想
を
交
え
つ
つ
、
基
本
的

に
は
時
系
列
に
即
し
て
語
ら
れ
て
い
く
。「
わ
た
し
」
が
関
わ
っ
た
可
能
性
の
あ
る
実

母
の
事
故
死
（
不
審
死
）、
そ
れ
に
伴
う
「
わ
た
し
」
の
ト
ラ
ウ
マ
、
お
そ
ら
く
は
そ

の
こ
と
に
起
因
す
る
「
わ
た
し
」
の
爪
を
噛
む
習
慣
。
父
が
「
あ
な
た
」
と
再
婚
し

た
後
に
は
、「
わ
た
し
」
を
「
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
で
手
懐
け
」
る
「
あ
な
た
」
と
の
生
活
、

父
の
浮
気
と
「
あ
な
た
」
の
浮
気
、
父
の
前
妻
（
「
わ
た
し
」
の
実
母
）
の
ブ
ロ
グ
を

見
つ
け
て
そ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
た
欲
望
に
没
入
し
て
い
く
「
あ
な
た
」
と
、
そ
れ

、
、

に
伴
っ
て
ス
ポ
イ
ル
さ
れ
て
い
く
「
わ
た
し
」
。
結
末
の
破
局
に
向
け
て
、
幼
稚
園

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ

で
「
噛
ん
で
ぎ
ざ
ぎ
ざ
に
な
っ
た
爪
で
、
み
ん
な
を
引
っ
掻
い
」
て
暴
れ
る
「
わ
た

し
」
、
そ
の
こ
と
を
う
け
て
「
わ
た
し
」
の
爪
に
マ
ニ
キ
ュ
ア
を
ぬ
る
「
あ
な
た
」
。

そ
し
て
、
「
あ
な
た
」
が
「
わ
た
し
」
に
ま
ぶ
た
を
こ
じ
あ
け
ら
れ
、
「
次
い
で
、
磨

り
ガ
ラ
ス
の
よ
う
に
不
透
明
で
、
い
び
つ
な
円
形
の
も
の
」

─
「
マ
ニ
キ
ュ
ア
の

薄
片
」
が
両
目
の
「
眼
球
に
押
し
当
て
ら
れ
」
た
後
に
、「
あ
な
た
」
が
「
わ
た
し
」

と
「
だ
い
た
い
、
お
な
じ
」
な
の
だ
と
断
じ
ら
れ
て
、
「
爪
と
目
」
は
幕
を
閉
じ
る
。

こ
の
結
末
部
に
お
い
て
、
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
と
が
等
号
で
結
ば
れ
る
こ
と

か
ら
、
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
三
歳
当
時
の
視
座
を
仮
構
し
つ
つ
も
、
語
る
現
在
に

お
い
て
は
（
具
体
的
な
年
齢
は
未
詳
な
が
ら
）
成
人
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
こ
と
で
、
「
あ
な
た
」
の
過
去
に
関
す
る
情
報
な
ど
を
除
け
ば
、
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー

も
含
め
て
、
こ
の
「
爪
と
目
」
を
語
り
得
て
き
た
事
情
に
も
、
一
応
の
説
明
が
つ
く
。

、
、

、
、
、

こ
う
し
た
理
解
に
即
し
て
、
芥
川
賞
選
評
に
お
い
て
も
、
堀
江
敏
幸
「
砂
が
舞
う
」

に
《
「
あ
な
た
」
の
半
生
を
描
く
と
同
時
に
自
伝
を
も
書
い
て
い
る
》
と
、
島
田
雅
彦

「
忘
却
と
の
戦
い
」
で
も
《
父
の
愛
人
を
介
し
て
描
い
た
自
画
像
で
も
あ
っ
た
》
と

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
時
間
の
振
幅
や
「
わ
た
し
」
‐
「
あ
な
た
」
の
緊
張

感
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
関
係
性
の
厚
み
も
ま
た
、
話
法
の
効
果
だ
と
い
え
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
、
三
歳
～
成
人
と
い
う
重
層
化
さ

れ
た
言
表
主
体
と
し
て
、
語
り
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
小
説
中
に
そ
の
痕
跡
が
数
カ
所
（
お
そ
ら
く
は
あ
え
て
）
残
さ
れ
て
い
る
。

連
絡
が
途
絶
え
た
こ
と
に
絶
え
き
れ
な
く
な
っ
た
浮
気
相
手
の
古
本
屋
が
マ
ン
シ

ョ
ン
を
訪
れ
た
際
、
「
あ
な
た
」
は
話
を
す
る
た
め
に
、
「
五
分
だ
け
」
と
い
い
な
が

ら
「
わ
た
し
」
を
ベ
ラ
ン
ダ
に
追
い
だ
し
て
鍵
を
か
け
る
。
実
母
の
死
の
後
、「
わ
た

し
」
は
ベ
ラ
ン
ダ
を
目
に
す
る
の
も
厭
い
、
厚
い
カ
ー
テ
ン
を
か
け
て
、
離
れ
て
暮

ら
し
て
い
た
と
い
う
の
に
、
で
あ
る
（
こ
の
際
の
ス
ト
レ
ス
が
、
幼
稚
園
で
暴
れ
た

き
っ
か
け
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
）
。
古
本
屋
を
帰
し
た
後
、
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
っ
て

い
た
「
わ
た
し
」
だ
け
れ
ど
、
「
あ
な
た
」
は
そ
の
思
い
を
受
け
と
め
た
の
だ
と
い
う

─
「
わ
た
し
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
わ
た
し
の
言
葉
を
、
あ
な
た
は
と
つ
ぜ
ん
理

解
し
た
」
。
そ
の
上
で
、「
あ
な
た
」
は
「
わ
た
し
」
に
、
次
の
よ
う
に
語
り
か
け
る
。

「
え
っ
と
」
と
あ
な
た
は
言
っ
た
。
あ
な
た
は
す
っ
か
り
自
分
の
こ
と
ば
に
し

て
い
た
。
「
え
っ
と
ね
、
い
い
こ
と
教
え
て
あ
げ
る
。
見
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
い

い
の
、
や
っ
て
ご
ら
ん
、
ち
ょ
っ
と
目
を
つ
ぶ
れ
ば
い
い
の
、
き
っ
と
で
き
る

か
ら
、
ほ
ら
、
や
っ
て
ご
ら
ん
」

こ
の
よ
う
に
、
義
理
の
娘
へ
の
無
関
心
を
は
じ
め
、
現
実
的
な
こ
と
ご
と
へ
の
直

面
を
回
避
し
つ
づ
け
る
「
あ
な
た
」
は
、
自
宅
か
ら
発
掘
さ
れ
た
本
を
引
用
し
て
「
わ

、
、

た
し
」
を
諭
し
て
い
く
。
〝
見
る
こ
と
‐
目
‐
視
覚
〟
と
い
っ
た
主
題
系
が
は
り
め

ぐ
ら
さ
れ
た
「
爪
と
目
」
に
お
い
て
、「
わ
た
し
」
が
見
る
こ
と
を
遮
ろ
う
と
す
る
「
あ



14

な
た
」
だ
け
れ
ど
、
し
か
し
情
報
量
に
お
い
て
は
、
「
わ
た
し
」
の
方
が
圧
倒
的
に
有

利
で
あ
る
（
事
後
的
に
有
利
に
な
っ
た
）
こ
と
は
、
右
の
引
用
の
後
に
語
ら
れ
る
「
そ

れ
き
り
あ
な
た
は
二
度
と
手
を
出
さ
な
か
っ
た
か
ら
知
ら
な
い
が
、
そ
の
本
は
架
空

の
独
裁
国
家
を
舞
台
に
し
た
幻
想
小
説
だ
」
と
い
う
一
節
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
わ
た
し
」
は
覚
え
て
い
た
そ
の
本
の
こ
と
を
、
時
間
軸

を
後
ろ
に
ず
ら
す
こ
と
ま
で
を
言
明
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

、
、
、わ

た
し
は
あ
な
た
の
言
っ
た
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
だ
い
ぶ
あ

、
、
、
、

と
に
な
っ
て
、
母
の
本
を
み
つ
け
、
古
い
ペ
ー
ジ
を
め
く
っ
て
独
裁
者
の
忠
告

、に
耳
を
傾
け
た
。
わ
た
し
は
本
を
し
ま
い
ま
で
読
ん
だ
。
〔
…
…
〕
独
裁
者
は
、

見
な
い
こ
と
に
か
け
て
は
超
一
流
の
腕
前
を
誇
っ
て
い
た
。
彼
は
、
自
分
に
起

き
た
ひ
ど
い
こ
と
も
、
ま
っ
た
く
見
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。〔
…
…
〕

わ
た
し
や
あ
な
た
で
は
、
こ
う
は
い
か
な
い
。
わ
た
し
も
あ
な
た
も
、
結
局
は

か
弱
い
半
端
者
だ
。

〝
見
る
こ
と
‐
目
‐
視
覚
〟
と
い
っ
た
主
題
系
を
め
ぐ
っ
て
、
本
の
中
の
独
裁
者

と
自
身
、
「
あ
な
た
」
を
比
べ
る
、
「
だ
い
ぶ
あ
と
」
に
位
置
す
る
「
わ
た
し
」。
こ
の

、
、
、
、
、

時
す
で
に
、
権
力
関
係
は
年
齢
に
応
じ
た
そ
れ
か
ら
情
報
量
に
よ
る
そ
れ
へ
と
反
転

を
遂
げ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
直
後
に
は
次
の
語
り
が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
あ
と
、
わ
た
し
の
二
の
腕
が
す
ん
な
り
と
伸
び
、
し
た
た

、
、
、
、
、

り
落
ち
そ
う
な
肉
の
や
わ
ら
か
さ
が
失
わ
れ
て
か
わ
り
に
弾
力
の
あ
る
芯
の
感

触
が
あ
ら
わ
れ
、
あ
な
た
の
指
の
関
節
に
皺
と
赤
み
が
目
立
ち
、
手
の
甲
に
骨

の
か
た
ち
が
浮
き
出
る
こ
ろ
、
そ
し
て
あ
な
た
が
わ
た
し
の
顔
を
見
る
の
に
、

も
う
見
下
ろ
さ
な
く
て
も
よ
く
な
っ
た
こ
ろ
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の
二
の
腕
を

つ
か
ん
で
わ
た
し
を
見
上
げ
る
あ
な
た
に
、
こ
の
と
っ
て
お
き
の
言
葉
を
聞
か

せ
て
あ
げ
た
。

こ
こ
に
至
る
と
、
老
い
た
「
あ
な
た
」
と
背
丈
の
伸
び
た
「
わ
た
し
」
の
間
に
は
、

不
可
視
の
情
報
量
ば
か
り
で
な
く
、
可
視
化
さ
れ
た
年
齢
や
身
体
に
お
い
て
も
、
明

ら
か
に
「
わ
た
し
が
」
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
く
。

し
か
も
、
こ
う
し
た
語
り
手
「
わ
た
し
」
の
自
己
提
示
は
、
傍
点
を
伴
っ
た
右
の
二

箇
所
の
引
用
の
他
に
は
慎
ま
し
や
か
に
控
え
ら
れ
る
。
右
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
も
、
す
ぐ

さ
ま
「
け
れ
ど
、
ま
だ
そ
の
と
き
で
は
な
か
っ
た
。
幼
児
の
わ
た
し
は
あ
な
た
に
二

の
腕
を
つ
か
ま
れ
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
鼻
で
荒
い
呼
吸
を
し
て
い
た
。
」
と
、
三
歳

児
の
「
わ
た
し
」
が
成
人
女
性
の
「
あ
な
た
」
の
権
力
に
屈
す
る
場
面
を
語
り
だ
す
。

こ
う
し
た
伏
線
に
よ
っ
て
、
語
り
手
「
わ
た
し
」
の
《
不
気
味
》
さ
が
蓄
積
さ
れ

て
い
く
語
り
が
結
末
に
至
る
頃
、
出
来
事
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、
三
歳
児
の
「
わ
た

し
」
が
「
あ
な
た
」
に
暴
力
を
ふ
る
う
破
局
が
訪
れ
る
。
こ
の
時
、
「
灰
色
に
濁
っ

、
、

カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ

た
目
を
見
開
い
て
涙
と
鼻
水
を
流
し
続
け
る
あ
な
た
を
、
わ
た
し
は
前
の
め
り
に
な

っ
て
見
下
ろ
し
た
」
と
自
ら
語
る
よ
う
に
、
先
の
「
さ
ら
に
あ
と
」
と
同
様
に
、
そ

、
、
、
、
、

の
身
体
配
置
‐
構
図
に
お
い
て
も
権
力
関
係
を
反
転
さ
せ
た
上
で
、
「
こ
れ
で
よ
く
見

え
る
よ
う
に
な
っ
た
？
」
と
挑
発
す
る
「
わ
た
し
」
は
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
く
。

あ
な
た
は
答
え
な
か
っ
た
。
あ
な
た
に
は
意
味
を
な
す
も
の
は
な
に
も
見
え

な
か
っ
た
。
光
だ
け
が
あ
っ
た
。
あ
な
た
の
目
の
前
は
、
明
る
か
っ
た
。
驚
く

べ
き
平
明
さ
だ
っ
た
。
あ
な
た
の
体
か
ら
、
あ
な
た
の
過
去
と
未
来
が
同
じ
平

明
さ
を
も
っ
て
水
平
に
ぐ
ん
ぐ
ん
伸
び
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
た
。
あ
な
た
は
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未
来
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
過
去
の
具
体
的
な
で
き
ご
と
を
な
に
ひ
と
つ
思
い

出
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
あ
な
た
が
過
ご
し
て
き
た
時
間
と
こ
れ
か
ら

あ
な
た
が
過
ご
す
で
あ
ろ
う
時
間
が
、
一
枚
の
ガ
ラ
ス
板
と
な
っ
て
あ
な
た
の

体
を
腰
か
ら
ま
っ
ぷ
た
つ
に
切
断
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

こ
こ
で
「
わ
た
し
」
は
、
「
あ
な
た
」
の
内
面
は
お
ろ
か
、
視
覚
（
情
報
）
や
時
間

感
覚
ま
で
を
領
有
し
な
が
ら
、
「
あ
な
た
」
‐
「
わ
た
し
」
双
方
の
感
覚
を
混
交
さ
せ

、
、

た
よ
う
な
抽
象
度
の
高
い
〝
時
間
＝
ガ
ラ
ス
板
〟
と
い
う
直
喩
に
よ
っ
て
、
何
か
し

ら
重
大
な
「
あ
な
た
」
の
転
機
（
の
到
来
）
を
語
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
右

の
引
用
に
は
、「
爪
と
目
」
結
末
部
に
当
た
る
次
の
一
節
が
つ
づ
い
て
い
く
。

今
、
そ
の
同
じ
ガ
ラ
ス
板
が
、
わ
た
し
の
す
ぐ
近
く
に
や
っ
て
き
て
い
る
の

が
見
え
て
い
る
。
わ
た
し
は
目
が
い
い
か
ら
、
も
っ
と
ず
っ
と
遠
く
に
あ
る
と

き
か
ら
そ
の
輝
き
が
見
え
て
い
た
。
わ
た
し
と
あ
な
た
が
ち
が
う
の
は
、
そ
こ

だ
け
だ
。
あ
と
は
だ
い
た
い
、
お
な
じ
。

こ
の
鮮
や
か
と
い
っ
て
よ
い
結
末
に
つ
い
て
は
、
芥
川
賞
選
評
「
二
作
を
推
す
」

で
小
川
洋
子
が
、
次
の
よ
う
に
物
語
の
可
能
性
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

二
人
が
ラ
ス
ト
、
〝
あ
と
は
だ
い
た
い
、
お
な
じ
〟
の
一
行
で
一
つ
に
重
な
り

合
う
瞬
間
、
瑣
末
な
日
常
に
走
る
亀
裂
に
触
れ
た
よ
う
な
、
快
感
を
覚
え
た
。

広
い
世
界
へ
拡
散
す
る
の
で
も
な
く
、
情
緒
を
掘
り
下
げ
て
ゆ
く
の
で
も
な
い

方
向
に
さ
え
、
物
語
が
存
在
す
る
の
を
証
明
し
て
み
せ
た
小
説
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
あ
と
は
だ
い
た
い
、
お
な
じ
」
に
き
わ
ま
る
結
末
部
は
、
「
爪
と
目
」

に
お
け
る
話
法
に
と
っ
て
、
た
い
へ
ん
重
要
な
一
文
で
も
あ
る
。
ま
ず
、
「
今
」
と
い

う
語
り
の
現
在
（
そ
れ
は
同
時
に
「
爪
と
目
」
に
お
け
る
最
新
の
時
点
で
も
あ
る
）

が
示
さ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
と
比
肩
し
う
る
成
人

と
化
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
こ
の
「
今
」
を
起
点
に
す
れ
ば
、
結
末
部
だ
け

が
「
爪
と
目
」
に
お
け
る
現
在
で
あ
り
、
こ
の
「
ガ
ラ
ス
板
」
が
自
分
に
襲
い
か
か

る
「
今
」
を
、
よ
り
正
確
に
描
出
す
る
た
め
に
、
七
〇
ペ
ー
ジ
余
り
が
費
や
さ
れ
て

き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
間
、
「
あ
な
た
」
の
言
動
や
内
面
と
し
て
「
わ
た
し
」
が
、

お
そ
ら
く
は
批
判
的
に
眺
め
る
よ
う
に
し
て
語
っ
て
き
た
こ
と
ご
と
は
、「
今
」
の
「
わ

た
し
」
か
ら
す
れ
ば
（
も
の
ご
と
を
見
通
す
力
‐
視
力
の
差
を
除
い
て
）「
だ
い
た
い
、

、
、

お
な
じ
」
、
つ
ま
り
は
《
自
伝
‐
自
画
像
》
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
そ
の
帰
結
と

し
て
、
小
説
は
過
去
遡
及
的
に
そ
の
意
味
を
塗
り
替
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
も
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
「
爪
と
目
」
の
話
法
と
は
、
「
だ
い
た
い
、
お
な
じ
」
一
つ
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
を
語
る
た
め
、
そ
れ
を
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
へ
と
分
割
し
、
そ
れ

ぞ
れ
に
語
り
手
／
聞
き
手
と
い
う
役
割
を
仮
構
し
、
そ
こ
に
複
雑
な
時
差
を
も
ぐ
り

こ
ま
せ
る
こ
と
で
成
立
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
帰
結
と
し
て
、
「
爪
と
目
」

で
は
、
表
面
的
に
は
平
板
な
義
理
の
母
娘
関
係
が
書
か
れ
な
が
ら
、
そ
の
実
、
か
つ

て
嫌
っ
て
い
た
女
そ
の
も
の
へ
と
長
じ
て
い
く
「
わ
た
し
」
が
浮
か
び
あ
が
る
の
だ
。

▽
３こ

こ
で
改
め
て
、
佐
々
木
敦
が
提
出
し
て
い
た
も
う
一
つ
の
問
い

─
な
ぜ
「
わ

た
し
」
は
「
あ
な
た
」
に
語
っ
て
い
る
の
か

─
に
立
ち
返
っ
て
み
よ
う
。
お
そ
ら

く
そ
れ
は
、
前
節
で
分
析
し
た
話
法
と
も
関
わ
る
。
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
、
ど
の

よ
う
な
戦
略
を
も
っ
て
、
濃
密
な
二
人
称
的
関
係
を
余
儀
な
く
さ
れ
も
す
る
、
す
ぐ



16

れ
て
具
体
的
な
聞
き
手
と
し
て
、
他
な
ら
ぬ
「
あ
な
た
」
を
設
定
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
こ
の
問
い
に
つ
い
て
、
本
論
の
試
案
は
提
出
済
み
で
あ
る
。「
あ
な
た
」

を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
わ
た
し
」
を
語
る

─
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
わ
た
し
」
が

描
出
し
た
い
自
己
像
を
よ
り
よ
く
提
示
す
る
た
め
に
、
「
あ
な
た
」
を
否
定
的
媒
介
と

し
て
利
用
（
活
用
）
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
。
以
下
、
詳
論
し
て
い
く
。

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
出
会
っ
た
当
初
の
義
母
‐
義
理
の
娘
と
い
う
関
係
の
段
階

か
ら
、
「
わ
た
し
」
は
折
々
、
「
あ
な
た
」
と
「
お
な
じ
」
で
あ
る
こ
と
に
は
敏
感
だ

っ
た
は
ず
だ
。
た
と
え
ば
、
結
婚
の
前
段
階
と
し
て
、「
あ
な
た
」
が
父
と
「
わ
た
し
」

と
暮
ら
し
は
じ
め
る
こ
ろ
の
こ
と
を
、
「
わ
た
し
」
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

あ
な
た
は
父
と
暮
ら
す
こ
と
よ
り
も
、
わ
た
し
と
暮
ら
す
こ
と
の
ほ
う
を
楽

し
み
に
し
た
。
〔
…
…
〕
数
度
顔
合
わ
せ
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
わ
た
し
は
、
父
の

言
っ
た
と
お
り
お
と
な
し
く
、
問
い
か
け
に
小
さ
く
は
っ
き
り
し
た
声
で
答
え

る
以
外
は
、
た
だ
黙
っ
て
座
り
続
け
て
い
た
。
あ
な
た
は
、
わ
た
し
の
ほ
っ
そ

り
し
た
首
と
手
首
を
眺
め
た
。
わ
た
し
の
こ
と
を
、
動
物
み
た
い
だ
と
あ
な
た

は
思
っ
た
。
そ
う
、
わ
た
し
は
動
物
だ
、
あ
な
た
と
同
じ
種
類
の
。

中
略
部
も
含
め
、
ふ
つ
う
の
三
歳
児
で
は
知
り
得
な
い
は
ず
の
「
あ
な
た
」
の
家

、
、
、

族
・
生
活
環
境
や
内
面
ま
で
を
こ
と
も
な
げ
に
語
っ
て
い
く
「
わ
た
し
」
は
、
（
過
去

の
）
自
分
自
身
の
こ
と
も
他
人
事
の
よ
う
に
語
っ
て
は
、「
あ
な
た
」
の
認
識
に
よ
り

そ
う
か
た
ち
で
、「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
を
等
号
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
て
い
く
。

「
同
じ
種
類
」
の
「
動
物
」
と
い
う
こ
と
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
実
を
孕
む

の
か
明
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
〝
同
じ
よ
う
な
状
況
で
同
じ

よ
う
に
感
じ
、
同
じ
よ
う
に
振
る
舞
う
〟
と
い
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
前
節
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
こ
で
の
「
あ
な
た
」
と
「
お
な
じ
」
だ

と
い
う
断
定
に
は
、
三
歳
か
ら
成
人
に
至
る
ま
で
の
重
層
化
さ
れ
た
「
わ
た
し
」
に

よ
る
、
そ
の
時
々
の
経
験
と
そ
れ
に
基
づ
く
判
断
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

あ
る
い
は
、
父
と
「
あ
な
た
」
、
父
と
「
わ
た
し
」
と
い
う
組
み
あ
わ
せ
を
介
す
こ

と
に
よ
っ
て
も
、
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
の
等
価
性
は
打
ち
だ
さ
れ
て
い
く
。

や
は
り
、
父
と
の
同
居
前
後
を
語
っ
た
、
次
の
一
節
を
み
て
み
よ
う
。

あ
な
た
は
父
の
妻
に
無
関
心
だ
っ
た
。
そ
の
時
点
で
は
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な

る
と
は
夢
に
も
思
わ
な
か
っ
た
の
で
、
父
の
子
ど
も
に
も
無
関
心
だ
っ
た
。
女

の
子
だ
っ
た
か
男
の
子
だ
っ
た
か
さ
え
と
き
ど
き
忘
れ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

あ
な
た
は
父
に
も
無
関
心
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
。〔
…
…
〕

父
も
同
じ
だ
。
あ
な
た
と
父
は
、
よ
く
似
て
い
た
。

こ
こ
に
、
日
常
の
一
コ
マ
と
し
て
父
を
語
っ
た
、
次
の
一
節
を
重
ね
て
み
よ
う
。

父
の
目
は
、
パ
ネ
ル
の
背
後
に
電
気
が
灯
ら
な
く
て
も
、
か
な
り
下
の
ほ
う
ま

で
ラ
ン
ド
ル
ト
環
を
視
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
わ
た
し
に
も
で
き
る
。
わ
た

し
は
と
て
も
目
が
い
い
。
父
か
ら
の
遺
伝
だ
ろ
う
。

具
体
的
な
対
象
は
異
に
す
る
も
の
の
、
「
あ
な
た
と
父
」
が
「
よ
く
似
て
い
」
て
、

さ
ら
に
、
父
と
「
わ
た
し
」
が
「
遺
伝
」
で
繋
が
っ
た
能
力
に
よ
っ
て
、
等
号
で
結

ば
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
総
合
す
れ
ば
、
〝
「
あ
な
た
」
＝
父
＝
「
わ
た
し
」
〟

と
な
り
、
形
式
上
は
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
は
等
価
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
て
み
れ
ば
、「
あ
な
た
」
ば
か
り
で
な
く
父
も
ま
た
、「
わ
た
し
」
が
「
わ
た
し
」
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を
語
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
鏡
＝
他
者
な
の
で
あ
る
。
そ
の
時
、「
爪
と
目
」
と
は
、

〝
「
わ
た
し
」
か
ら
見
た
「
あ
な
た
」
（
と
父
）
後
妻
の
勝
手
な
（
無
関
心
な
）
振
る

舞
い
を
冷
や
や
か
に
告
発
す
る
物
語
〟
で
は
な
く
、
〝
「
わ
た
し
」
が
距
離
感
の
あ

る
「
あ
な
た
」（
と
父
）
を
鏡
に
し
て
自
分
を
見
つ
め
る
物
語
〟
へ
と
そ
の
相
貌
を
変

、

じ
て
い
く
。
し
か
も
、
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
は
、
批
判
対
象
た
る
「
あ
な
た
」
へ
と

近
似
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
＝
語
り
こ
そ
が
、
こ
の
小
説
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
だ
。

、
、
、
、

こ
う
し
た
構
図
を
読
み
と
っ
た
上
で
、
改
め
て
模
倣
さ
れ
る
欲
望
と
い
う
観
点
か

ら
「
爪
と
目
」
を
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
「
あ
な
た
」
が
囚
わ
れ
た
「
わ
た
し
」

の
母
は
、
欲
望
の
起
源
と
し
て
見
逃
せ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「
わ
た
し
」
に
よ
っ
て

、
、

語
ら
れ
る
「
爪
と
目
」
に
お
い
て
、「
わ
た
し
」
が
（
恋
人
＝
父
に
も
義
理
の
娘
＝
「
わ

た
し
」
に
も
向
け
る
こ
と
の
な
か
っ
た
）
強
い
欲
望
を
喚
起
さ
れ
る
の
が
、
唯
一
、「
透

き
と
お
る
日
々
」
と
題
さ
れ
た
、
「
わ
た
し
」
（
本
名
は
陽
奈
）
の
母
＝hina*m

am
a

ひ

な

（
ブ
ロ
グ
上
の
名
義
）
が
遺
し
て
い
っ
た
ブ
ロ
グ
な
の
だ
か
ら
。
家
具
、
食
器
、
植

物
な
ど
の
写
真
を
中
心
と
し
た
そ
の
ブ
ロ
グ
に
、「
わ
た
し
」
は
「
生
活
を
整
え
、
統

治
し
、
律
し
て
い
」
る
さ
ま
と
、「
そ
の
お
こ
な
い
に
伴
う
快
楽
」
を
見
出
す
。

彼
女
た
ち
〔
同
種
の
ブ
ロ
グ
の
書
き
手
た
ち
〕
が
溺
れ
て
い
る
そ
の
快
楽
の
大

き
さ
は
、
あ
な
た
の
目
に
も
見
え
る
く
ら
い
に
巨
大
だ
。
あ
な
た
は
彼
女
た
ち

に
夢
中
に
な
っ
た
。
あ
な
た
は
彼
女
た
ち
に
共
感
と
理
解
を
捧
げ
た
。
彼
女
た

ち
が
生
き
て
い
よ
う
と
死
ん
で
い
よ
う
と
、
あ
な
た
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。
彼
女
た
ち
の
欲
望
は
明
朗
だ
っ
た
。
死
ん
で
い
るhina*m

am
a

の
欲
望

は
い
っ
そ
う
明
朗
だ
っ
た
。

ほ
ど
な
く
し
て
「
あ
な
た
」
は
、
「hina*m

am
a

の
欲
望
」
を
模
倣
す
る
欲
望
に
と

り
つ
か
れ
、
つ
い
に
は
次
の
よ
う
に
し
て
自
ら
の
主
体
を
乗
っ
と
ら
れ
て
も
い
く
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

あ
な
た
は
、
目
の
前
の
子
ど
も
よ
り
も
、
父
よ
り
も
、
あ
な
た
の
両
親
や
弟
よ

り
も
、
友
人
た
ち
や
恋
人
た
ち
よ
り
も
、
そ
し
て
あ
な
た
自
身
よ
り
も
、
彼
女

た
ち
に
共
感
し
、
理
解
し
た
と
感
じ
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
あ
な
た
は
、
あ
な
た
が
な
に
に
関
心
を
持
ち
、
な
に
を
よ

ろ
こ
び
と
し
て
生
き
て
き
た
の
か
さ
っ
ぱ
り
思
い
出
せ
な
く
な
っ
て
い
た
。

小
説
全
体
を
見
渡
し
て
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」

と
が
、
「
だ
い
だ
い
、
お
な
じ
」
だ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
は
「
わ
た

し
」
は
、「
あ
な
た
」
と
い
う
他
者
を
介
し
て
、（
殺
し
た
か
も
し
れ
な
い
）hina*m

am
a

／
母
を
欲
望
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
別
言
す
れ
ば
、
直
接
は
ア
ク
セ
ス
不
可
能
な

母
に
、
「
あ
な
た
」
を
否
定
的
媒
介
に
し
て
、
欲
望
の
回
路
を
接
続
し
て
い
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
一
人
称
‐
三
人
称
で
は
な
く
、
一
人
称
「
わ
た
し
」
‐

二
人
称
「
あ
な
た
」
と
い
う
話
法
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
の
企
図
（
「
わ
た
し
」
が
語
る

動
機
）
は
明
ら
か
で
、
「
あ
な
た
」
と
い
う
聞
き
手
に
こ
そ
、
「
わ
た
し
」
は
語
り
か

け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
な
り
た
く
な
い
も
の

に
こ
そ
近
似
し
て
い
く
と
い
う
、
遠
さ
／
近
さ
の
逆
転
劇
を
叙
述
レ
ベ
ル
で
は
隠
し

つ
つ
、
両
者
の
距
離
（
の
変
化
）
を
人
称
の
影
に
ひ
そ
ま
せ
つ
つ
、
リ
レ
ー
よ
ろ
し

く
受
け
つ
が
れ
て
い
く
、
模
倣
さ
れ
る
欲
望
の
連
鎖
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
時
、「
爪
と
目
」
に
お
け
る
次
の
一
節
は
重
要
度
を
増
す
。

こ
の
子
は
一
生
こ
う
や
っ
て
い
い
子
で
い
る
の
か
な
、
と
あ
な
た
は
考
え
た
。

そ
し
て
、
未
来
の
こ
と
を
考
え
た
。
あ
な
た
は
若
か
っ
た
。
い
つ
で
も
こ
の
マ
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ン
シ
ョ
ン
を
出
て
、
実
家
に
帰
り
、
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
派
遣
会
社
に
登
録
す

る
か
正
社
員
登
用
を
し
て
く
れ
る
会
社
を
片
っ
端
か
ら
訪
ね
歩
く
こ
と
が
で
き

る
。
ど
う
い
っ
た
か
た
ち
で
あ
れ
、
あ
な
た
は
雇
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
男
と
出

会
い
、
あ
る
い
は
再
会
し
、
恋
愛
を
し
て
結
婚
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
な
た

に
は
、
可
能
性
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
わ
た
し
に
は
、
あ
な
た
と
は
比
べ
も
の
に

な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
の
可
能
性
が
あ
っ
た
。
で
も
、
わ
た
し
が
ス
ナ
ッ
ク
菓
子

を
食
べ
る
姿
は
、
わ
た
し
が
持
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
未
来
を
あ
ら
か
じ
め
食
い

荒
ら
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

三
人
の
同
居
後
、
父
が
浮
気
を
は
じ
め
た
時
期
の
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
を

語
っ
た
右
の
一
節
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
仮
構
さ
れ
た
過
去
‐
現
在
‐
未
来

が
複
雑
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
、
成
人
し
た
現
在
か
ら
、
当

時
の
視
座
を
仮
構
し
、
「
あ
な
た
」
が
思
い
描
く
「
わ
た
し
」
の
未
来
を
語
る
。
そ
の

未
来
に
重
ね
る
よ
う
に
し
て
、
当
時
の
「
あ
な
た
」
が
も
ち
え
て
い
た
可
能
性
と
し

て
の
未
来
を
、「
わ
た
し
」
は
語
っ
て
も
い
く
。
さ
ら
に
、
そ
れ
に
比
し
て
「
比
べ
も

の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
く
の
可
能
性
」
を
も
っ
て
い
た
か
つ
て
の
「
わ
た
し
」
を
、

過
去
形
に
よ
っ
て
語
り
も
す
る
「
わ
た
し
」
。
き
わ
め
つ
け
は
、
語
っ
て
い
る
現
在
か

ら
す
れ
ば
、
す
で
に
既
成
事
実
（
現
在
‐
過
去
）
に
な
り
つ
つ
あ
る
「
わ
た
し
」
の

未
来
に
つ
い
て
、「
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
を
食
べ
る
姿
」
を
、
自
ら
の
可
能
性
を
摘
み
と
る

行
為
と
見
立
て
る
件
り
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
段
階
で
、「
わ
た
し
」
は
「
あ
な
た
」

と
の
潜
在
的
な
「
可
能
性
」
を
比
肩
し
な
が
ら
、
狭
め
ら
れ
て
い
く
自
身
の
未
来
を

、
、
、
、

予
見
的
に
語
っ
て
い
た
の
だ
。
し
か
も
、
そ
の
先
に
あ
る
の
は
、「
あ
な
た
」
と
の
同

一
化
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
右
の
一
節
と
は
、
彼
我
の
可
能
性
を
一
望
し
な
が
ら
、

「
あ
な
た
」
の
そ
れ
へ
と
自
身
を
重
ね
て
い
く
一
つ
の
契
機
と
も
と
れ
る
し
、
そ
の

た
め
に
「
あ
な
た
」
の
中
に
あ
る
「
わ
た
し
」
を
よ
り
わ
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い

─
《
他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
》
（
Ｐ
・
リ
ク
ー
ル
）
を
探
り
あ
て
る
た
め
に
。

「
わ
た
し
」
は
、
幾
重
に
も
遠
いhina*m

am
a

／
母
を
欲
望
し
て
い
た
。

、
、

hina*m
am

a

の
欲
望
を
模
倣
し
た
「
あ
な
た
」
を
鏡
‐
否
定
的
媒
介
に
に
す
る
こ

と
で
、「
わ
た
し
」
はhina*m

am
a

／
母
へ
の
欲
望
を
自
分
の
も
の
と
し
た
か
っ
た
。

だ
か
ら
、
「
あ
な
た
」
の
欲
望
を
模
倣
す
る
こ
と
で
、
「
わ
た
し
」
は
「
あ
な
た
」

に
な
り
た
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、「
わ
た
し
」
は
、
他
な
ら
ぬ
「
あ
な
た
」
に
向
け

て
、「
だ
い
た
い
、
お
な
じ
」
と
い
う
ゴ
ー
ル
を
目
指
し
て
語
っ
て
き
た
の
だ
。

こ
れ
こ
そ
、
「
爪
と
目
」
に
お
い
て
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
に
語
る
動
機
で
あ

り
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
、
二
人
称
「
あ
な
た
」
を
用
い
た
話
法
（
語
り
）
が
、

必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
要
請
‐
実
践
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

※
本
文
引
用
は
、
藤
野
可
織
『
爪
と
目
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
三
）
に
よ
る
。


