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三
島
由
紀
夫注1
は
、
大
江
健
三
郎
の
初
期
作
品
に
﹁
ひ
ん
ぱ
ん
に
動
物
が
あ
ら
わ
れ
る
﹂

こ
と
に
注
目
し
、﹁
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
ひ
そ
ん
で
い
る
人
間
の
動
物
化
や
殺
戮
の
欲

望
﹂﹁
人
間
そ
の
も
の
の
動
物
的
奴
隷
化
﹂
の
欲
望
を
見
出
す
。
具
体
的
に
は
﹁
飼
育
﹂

︵﹁
文
学
界
﹂
一
九
五
八
・
一
︶、﹁
人
間
の
羊
﹂︵﹁
新
潮
﹂
一
九
五
八
・
二
︶
を
﹁
好
例
﹂
と

し
、﹁
大
江
氏
の
小
説
は
、
比
喩
で
も
な
く
寓
喩
で
も
な
い
﹂
と
す
る
。﹁
死
と
エ
ロ

テ
ィ
ッ
ク
に
お
い
て
だ
け
、
人
間
と
動
物
と
は
一
般
概
念
に
よ
っ
て
同
一
化
﹂
す
る
た

め
で
あ
り
、﹁
人
間
が
動
物
を
飼
育
し
た
り
殺
し
た
り
す
る
﹂
営
み
も
、
作
中
の
﹁
サ

デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
嗜
欲
﹂﹁
サ
デ
ィ
ス
ト
の
究
極
の
夢
﹂﹁
純
粋
な
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な

行
為
﹂
に
よ
っ
て
﹁
汎
性
的
な
対
等
の
関
係
﹂
に
連
な
る
も
の
に
な
る
と
し
、﹁
鼠
の
よ

う
な
、
ま
た
羊
の
よ
う
な
人
間
の
悲
惨
さ
と
弱
さ
﹂
も
、﹁
比
喩
と
し
て
で
は
な
く
、
容

易
に
、
人
間
そ
の
も
の
の
常
態
と
し
て
語
ら
れ
﹂
る
も
の
に
な
る
と
す
る
。
村
上
克
尚注2

は
、
こ
う
し
た
三
島
の
思
想
に
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
の
影
響
が
あ
り
、﹁
奴
隷
化
や

殺
害
の
欲
望
﹂
を
﹁
美
学
的
な
次
元
に
昇
華
し
て
し
ま
う
﹂
も
の
と
し
、
次
の
よ
う
に

述
べ
る
。

﹁
個
性
を
持
っ
て
い
た
筈
の
人
間
﹂
が
、︵
略
︶︽
動
物
︾
へ
と
転
落
さ
せ
ら
れ
る
。︵
略
︶
そ

れ
を
見
守
る
人
間
は
、
擬
似
的
な
脱エ
ク
ス
タ
ー
ズ

自
=
恍
惚
を
得
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
死
こ
そ
が

エ
ロ
ス
の
極
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
重
な
り
合
う
と
き
知
覚
者
も
消
え
去
っ
て
し
ま
う
以

上
、
こ
の
次
元
を
垣
間
見
せ
る
身
代
わ
り
が
必
要
と
な
る
。
三
島
に
と
っ
て
、︽
動
物
︾
と

は
そ
の
よ
う
な
身
代
わ
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

三
島
に
よ
れ
ば
、﹁
僕
﹂
の
﹁︽
羊
︾﹂
化
に
は
、
戦
後
の
日
米
関
係
の
﹁
比
喩
﹂
な
ど

を
超
越
し
て
い
く
、
死
に
関
わ
る
﹁
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
﹂
な
欲
望
が
存
在
し
て
い
る
。
確
か

に
、
拙
稿
﹁
大
江
健
三
郎
﹁
人
間
の
羊
﹂
に
お
け
る
語
り
手
﹁
僕
﹂
の
問
題
性
︱
︱
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
か
ら
現
実
へ
︵
上
︶﹂︵
以
下
﹁︵
上
︶﹂︶
で
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
語
り
手

﹁
僕
﹂
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
か
ら
離
れ注3
、
幻
想
的
に
眼
前
の
光
景
を
捉
え
る
中
で
、
積
極
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的
に
自
身
を
﹁︽
羊
︾﹂
と
し
て
位
置
づ
け
、
自
虐
、
被
虐
、
嗜
虐
的
な
感
覚
に
浸
っ
て

い
る
。﹁
小
さ
い
欠
伸
を
し
て
甲
虫
の
体
液
の
よ
う
に
白
い
涙
を
流
し
た
﹂
と
あ
る
よ
う

に
、
当
初
か
ら
自
身
を
動
物
に
な
ぞ
ら
え
る
語
り
に
お
い
て
、
頭
に
浮
か
べ
る
動
物
の

喩
が
有
機
的
に
連
鎖
し
、
次
々
と
具
現
化
す
る
よ
う
な
幻
想
的
な
世
界
が
展
開
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
結
果
と
し
て
﹁
僕
﹂
は
﹁︽
羊
︾﹂
化
す
る
。

　

特
徴
的
で
あ
る
の
は
、
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
さ
れ
る
﹁
動
物
﹂
と
、
そ
の
様
を
、﹁
純

粋
な
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
行
為
﹂
と
し
て
見
る
こ
と
で
﹁
嗜
欲
﹂
を
満
た
そ
う
と
す
る

﹁
人
間
﹂
が
同
一
で
あ
り
、﹁︽
羊
︾﹂
と
な
る
自
身
を
﹁
僕
﹂
が
饒
舌
に
語
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
、
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
の
﹁︽
羊
︾﹂
の
よ
う
に
自
身
を
動
物
化
し
な
が
ら
、

一
方
で
依
然
と
し
て
動
物
を
見
下
す
﹁
人
間
﹂
と
し
て
の
﹁
僕
﹂
が
い
る
の
で
あ
り
、

﹁
人
間
﹂︵﹁
僕
﹂︶
の
﹁
羊
﹂︵﹁
僕
﹂︶
と
で
も
言
う
べ
き
奇
妙
な
二
重
性
が
生
じ
て
い
る
。

　

柴
田
勝
二注4
は
、
本
作
や
、﹁
奇
妙
な
仕
事
﹂︵﹁
東
京
大
学
新
聞
﹂
一
九
五
七
・
五
︶、﹁
死

者
の
奢
り
﹂︵﹁
文
学
界
﹂
一
九
五
七
・
八
︶
な
ど
大
江
の
﹁
出
発
時
の
作
品
﹂
の
﹁
登
場

人
物
﹂
に
、﹁
限
ら
れ
た
空
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
時
に
︵
略
︶
積
極
的
に
受
容
し
て
し

ま
う
心
性
﹂
を
見
出
し
て
お
り
、﹁
監
禁
の
状
態
を
客
観
視
す
る
た
め
﹂
に
﹁
犬
や
死
者

と
い
っ
た
、
自
己
と
距
離
の
あ
る
対
象
﹂
に
﹁
自
分
自
身
の
姿
を
投
影
﹂
す
る
姿
勢
が

あ
る
と
し
、
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

﹁
監
禁
﹂
の
状
態
を
脱
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
一
面
で
は
進
ん
で
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
を

志
向
す
る
︵
略
︶。﹃
奇
妙
な
仕
事
﹄﹃
死
者
の
奢
り
﹄﹃
人
間
の
羊
﹄
と
い
っ
た
︵
略
︶
青
年

を
主
人
公
に
し
た
作
品
に
お
い
て
は
、
こ
の
矛
盾
す
る
方
向
性
を
含
ん
だ
姿
勢
の
、
状
況

に
受
け
身
的
に
自
己
を
置
こ
う
と
す
る
側
面
が
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。︵
略
︶︵﹁
人
間
の
羊
﹂

の
︱
︱
引
用
者
注
︶
語
り
手
を
含
め
た
日
本
人
は
皆
、﹁
羊
﹂
の
よ
う
に
そ
れ
を
従
順
に
受
け

入
れ
て
、
抵
抗
の
姿
勢
を
見
せ
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
本
作
の
場
合
に
お
い
て
、
動
物
は
﹁
僕
﹂
自
身
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
を
切

り
離
し
て
他
人
事
の
よ
う
に
語
る
こ
と
で
﹁
嗜
欲
﹂
を
満
た
そ
う
と
す
る
﹁
僕
﹂
が
い

る
。
つ
ま
り
、
語
る
﹁
僕
﹂
は
、﹁
監
禁
の
状
態
﹂
を
﹁
積
極
的
に
受
容
﹂
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
よ
り
屈
折
し
た
形
で
事
態
と
関
わ
っ
て
い
る
。
戦
後
の
日
米
関
係
の
﹁
比

喩
﹂
な
ど
が
ひ
と
ま
ず
見
ら
れ
な
い
の
は
、
こ
う
し
た
語
り
の
構
造
に
起
因
し
て
い
る

と
言
え
、
貶
め
ら
れ
る
対
象
を
、
自
身
と
は
無
縁
の
存
在
の
よ
う
に
見
下
す
こ
と
で
、

何
と
か
﹁
人
間
﹂
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
卑
屈
な
主
体
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
前
半
の

﹁
僕
﹂
の
語
り
の
内
実
な
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
一
見
成
立
さ
せ
て
い
る
の
が
、﹁︵
上
︶﹂
に
お
い
て
確
認
し
た
、﹁
僕
﹂
と
聞

き
手
、
仮
想
の
﹁
読
者
﹂
と
の
﹁
共
謀
﹂、
共
犯
関
係
に
あ
る
こ
と
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
こ
と
を
露
わ
に
し
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
く
、
他
者
不
在
の
閉
塞
的
な
空
間
で
あ

る
。

　

も
と
も
と
全
て
の
読
書
行
為
に
お
い
て
、
聞
き
手
は
語
り
手
と
の
関
係
性
を
求
め
ら

れ
て
い
る
が
、
前
半
の
﹁
僕
﹂
の
夢
幻
的
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
語
り
は
、
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
性
質
を
改
め
て
顕
在
化
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
に
注

目
す
る
の
は
、
本
作
を
現
在
読
む
意
義
を
考
察
す
る
上
で
重
要
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

例
え
ば
、
佐
々
木
敦
は
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア

環
境
の
変
化
の
中
で
、﹁
メ
タ
的
な
感
覚
﹂
が
、﹁
社
会
や
日
常
に
染
み
渡
り
﹂、
作
品
と

し
て
も
増
加
し
て
い
る
と
す
る注
5

。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
受
容
の
形
も
変
化
す
る
の
で

あ
り
、
東
浩
紀注6
は
、﹁
自
分
の
行
動
が
他
人
に
ど
う
見
え
る
の
か
を
つ
ね
に
意
識
し
て

行
動
を
決
定
す
る
︵
略
︶
メ
タ
な
態
度
﹂、﹁
再
帰
性
﹂
の
拡
大
の
中
で
、
作
品
の
読
み
、

評
価
が
﹁
他
者
の
視
線
﹂
を
内
包
、
意
識
す
る
形
で
為
さ
れ
る
︱
︱﹁
自
分
が
こ
の
作
品

に
評
価
を
与
え
た
と
し
て
、
ほ
か
の
消
費
者
は
自
分
の
そ
の
評
価
に
つ
い
て
ど
う
考
え

る
か
﹂︱
︱
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
繰
り
返
す
が
メ
タ
的
な
性
質
は
も
と
も
と
全
て
の
作
品
に
備
わ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
強
調
す
る
作
品
は
以
前
よ
り
数
多
く
存
在
す
る
。
ま
た
佐
々
木
が
、

﹁
メ
タ
は
﹁
作
者
性
﹂
へ
の
反
省
、
批
判
、
解
体
を
企
図
し
て
い
る
か
に
見
え
て
、
そ
の

実
、
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
﹁
作
者
﹂
の
機
能
と
専
制
を
確
認
し
強
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う注7
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
、
他
者
不
在
の
閉
塞
的
な
空
間
に
連
な
る
可
能
性
を
有
す

る
も
の
で
も
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
﹁
メ
タ
的
な
感
覚
﹂
の
強

ま
り
は
、
作
り
手
︵﹁
作
者
性
﹂︶
を
絶
対
化
し
従
属
す
る
受
容
、
消
費
の
構
図
を
強
化
す

る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
も
の
で
も
あ
る
。

　

し
か
し
佐
々
木
は
、﹁
メ
タ
が
真
に
機
能
﹂
す
る
の
が
、
実
際
に
は
﹁
常
に
具
体
的
に

そ
れ
が
読
ま
れ
て
い
る
、
或
る
時
、
在
る
場
所
﹂
に
他
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、﹁
あ
な
た

は
今
、
こ
の
文
章
を
、
読
ん
で
い
る
﹂
と
い
う
﹁
現
実
的
な
﹁
読
者
︵
性
︶﹂﹂
が
現
在

浮
上
し
て
い
る
と
し
、
改
め
て
﹁﹁
読
む
こ
と
﹂
に
か
ん
す
る
思
考
=
試
行
﹂
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
す
る注8
。
確
か
に
、
中
山
敦
雄注9
に
よ
れ
ば
、
近
年
大
規
模
に
進
行
す
る
コ
ン

テ
ン
ツ
受
容
な
ど
に
お
い
て
、
受
け
手
の
中
に
生
ま
れ
て
い
る
の
は
、﹁
消
費
﹂
の
感
覚

で
は
な
く
、
そ
の
瞬
間
そ
の
場
に
い
る
こ
と
、
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
﹁
自
己
表

現
﹂
の
感
覚
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
が
実
態
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
は
検
証
が
必
要
で

あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
感
覚
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
、
佐
々
木
の
指
摘
す
る
、

﹁
或
る
時
、
在
る
場
所
﹂
に
い
る
﹁
今
﹂
の
﹁
現
実
的
な
﹁
読
者
︵
性
︶﹂﹂
が
浮
上
す
る

あ
り
方
と
関
わ
る
も
の
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
の
﹁
メ
タ
的
な
感
覚
﹂

の
強
ま
り
と
は
、﹁
読
ん
で
い
る
﹂、
参
加
し
て
い
る
﹁
今
﹂
の
﹁
読
者
﹂
自
身
、
受
け

手
自
身
へ
の
意
識
の
強
ま
り
で
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
本
作
を
読
む
意
義
に
改
め
て
着
目
す
る
の
は
、
後
に
詳

述
す
る
よ
う
に
、
前
半
の
﹁
僕
﹂
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
語
り
が
示
し
て
し
ま
う

閉
塞
性
︱
︱
作
り
手
︵﹁
作
者
性
﹂︶
の
絶
対
化
︱
︱
が
、
後
半
に
お
い
て
自
壊
し
て
い
く

た
め
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
﹁
読
者
﹂
が
何
を
読
む
の
か
が
問
題
と
な
る
た
め
で
あ
る
。

先
述
の
村
上
は
別
の
機
会
に
お
い
て注10
、﹁
僕
﹂
が
手
を
振
り
払
い
転
倒
し
た
﹁
女
﹂
の

苦
し
み
を
、
後
に
﹁
僕
﹂
自
身
が
体
験
す
る
こ
と
が
﹁
女
が
負
っ
た
︽
傷
︾
へ
の
開
か

れ
﹂
に
な
る
と
し
、﹁︽
主
体
︾
が
非

‐

主
体
に
転
落
し
た
際
に
は
じ
め
て
、
ほ
か
の
非

‐

主
体
の
痛
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
、
大
江
の
初
期
小
説
の

独
自
の
主
題
﹂
を
見
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
体
験
が
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、﹁
女
﹂
の
痛
み
を
自
身
に
引
き
つ
け
て
省
み
る
姿
勢
を
、
本
作
の
﹁
僕
﹂
に

読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
眼
前
の
存
在
に
は
言
葉
を
発
さ
ず
に
、
内
面
で
は
全
て

を
他
人
事
の
よ
う
に
饒
舌
に
語
る
中
で
閉
塞
的
な
空
間
を
構
築
し
、
そ
こ
で
主
体
で
あ

ろ
う
と
す
る
の
が
、
前
半
の
﹁
僕
﹂
の
実
態
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
主
体

は
あ
く
ま
で
も
仮
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
三
島
の
評
は
﹁
僕
﹂
の
内
実

に
は
迫
っ
て
い
な
い
。
後
半
で
は
、
現
実
を
回
避
す
る
姿
勢
が
浮
彫
と
な
り
、
批
判
的
に

描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
他
人
事
の
よ
う
に
振
る
舞
う
主
体
に
、﹁
読
者
﹂
は
︱
︱
前
半

の
﹁
僕
﹂
と
の
間
で
為
さ
れ
る
﹁
共
謀
﹂、
共
犯
関
係
の
よ
う
に
で
は
な
く
︱
︱
い
か
に

向
き
合
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
作
に
は

﹁
読
ん
で
い
る
﹂
自
身
を
強
く
意
識
さ
せ
る
作
品
構
造
が
存
在
し
、
そ
れ
は
結
果
的
に

﹁
読
者
﹂
が
現
在
置
か
れ
て
い
る
状
況
自
体
を
照
ら
し
出
す
の
で
あ
り
、﹁
読
ん
で
い
﹂

く
中
で
﹁
今
﹂
何
を
考
え
る
べ
き
か
、
ま
さ
に
実
態
を
問
う
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

5　

現
実
性
の
浮
上
︱
︱
前
半
と
後
半
の
﹁
分
裂
﹂
の
意
味

　

先
述
の
柴
田
は
、﹁
監
禁
の
状
態
﹂
が
﹁
投
影
﹂
さ
れ
る
﹁
犬
や
死
者
﹂
な
ど
が
、
同

時
に
﹁
手
応
え
を
摑
み
難
い
生
命
の
感
触
を
、
逆
説
的
な
形
で
漂
わ
せ
て
い
る
﹂
と
指

摘
す
る
。
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
接
続
し
整
理
す
れ
ば
、﹁︽
羊
︾﹂
と
し
て
の
自
身
を
切
り

離
し
、
他
人
事
の
よ
う
に
語
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
は
拭
い
去
れ
な
い
﹁
生
命
の
感
触
﹂、
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生
々
し
さ
が
伴
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
実
際
に
﹁︽
羊
︾﹂
の
﹁
僕
﹂
か
ら
は
﹁
粘
り
つ
く

涙
﹂
が
流
れ
て
い
る
。
既
に
﹁︵
上
︶﹂
に
お
い
て
確
認
し
た
、
本
作
に
指
摘
さ
れ
る
﹁
分

裂
﹂
と
は
、
眼
前
の
光
景
を
幻
想
的
に
捉
え
る
閉
塞
的
な
空
間
に
、
こ
う
し
た
生
々
し

さ
が
実
際
に
は
同
居
し
て
い
る
、
あ
る
種
の
居
心
地
の
悪
さ
に
拠
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
の
象
徴
が
前
半
と
後
半
の
断
層
で
あ
り
、
降
車
後
の
﹁
僕
﹂
は
、
寝
覚
め
の
悪
い
形

で
夢
か
ら
起
こ
さ
れ
る
よ
う
に
教
員
と
対
峙
す
る
。

ガ
ラ
ス
を
掌
で
ぬ
ぐ
っ
て
、
幾
人
か
こ
ち
ら
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
白
っ
ぽ
く
バ
ス

の
後
尾
に
う
か
ん
で
い
た
。
僕
は
、
肉
親
と
別
れ
る
よ
う
な
動
揺
を
感
じ
た
、
お
な
じ
空

気
の
な
か
へ
裸
の
尻
を
さ
ら
し
た
仲
間
。
し
か
し
僕
は
そ
の
賤
し
い
親
近
感
を
恥
じ
て
、
ガ

ラ
ス
窓
か
ら
眼
を
そ
ら
し
た
。
家
の
暖
か
い
居
間
で
僕
を
待
っ
て
い
る
は
ず
の
母
親
や
妹

た
ち
の
前
へ
帰
っ
て
行
く
た
め
に
僕
は
自
分
を
た
て
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

︵
略
︶
僕
は
明
る
い
心
を
も
っ
た
子
供
の
よ
う
に
意
味
も
な
く
駈
け
だ
す
こ
と
に
き
め
て
外

套
を
か
た
く
体
に
ま
と
い
つ
け
た
。
／
ね
え
、
君
、
と
僕
の
背
後
に
ひ
そ
ん
だ
声
が
い
っ

た
。
ね
え
、
待
っ
て
く
れ
よ
。
／
そ
の
声
が
、
僕
か
ら
急
速
に
去
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い

た
厭
わ
し
い
︽
被
害
︾
を
再
び
正
面
ま
で
ひ
き
戻
し
た
。
僕
は
ぐ
っ
た
り
し
て
肩
を
た
れ

た
。
そ
の
声
が
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
教
員
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
振
り
か
え
る
ま
で
も
な
く

わ
か
っ
た
。

　

以
上
は
、
降
車
し
再
び
﹁
教
員
﹂
に
出
会
う
ま
で
の
場
面
で
あ
る
。
以
降
、
貶
め
ら

れ
る
状
況
を
見
る
際
に
付
さ
れ
る
︽　

︾
が
な
く
な
る
な
ど
、﹁
僕
﹂
の
認
識
に
は
変
化

が
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
前
半
か
ら
後
半
に
替
わ
る
境
界
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
版
に
よ
る
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
去
っ
て
い
く
バ
ス
の

﹁
ガ
ラ
ス
﹂
の
内
か
ら
﹁
僕
﹂
を
﹁
見
よ
う
と
し
て
い
る
﹂
の
は
、
先
の
引
用
、
本
稿
が

拠
る
﹃
大
江
健
三
郎
全
小
説　

1
﹄︵
講
談
社
、
二
〇
一
八
・
九
︶
で
は
﹁
幾
人
か
﹂、
初

出
で
は
﹁
勤
人
﹂、﹃
大
江
健
三
郎
小
説
1
﹄︵
新
潮
社
、
一
九
九
六
・
五
︶
で
は
﹁
教
員
﹂

で
あ
る
。
つ
ま
り
﹃
大
江
健
三
郎
小
説
1
﹄
で
は
、﹁
教
員
﹂
が
バ
ス
に
乗
っ
て
去
っ
て

い
る
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
直
後
に
﹁
僕
﹂
に
﹁
声
﹂
を
掛
け
る
な
ど
、
内
容
に
矛
盾
が

生
じ
て
い
る注11
。
誤
記
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
一
方
で
、
確
認
し
て
い
く
よ
う
に
、
結
果

と
し
て
前
半
と
後
半
の
断
層
を
象
徴
的
な
形
で
体
現
す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
﹁
僕
﹂
に
近
づ
く
バ
ス
を
通
し
て
、﹁
幻
想
的
な
冒
頭
﹂、﹁
現
実
世
界
か
ら
バ
ス
に

乗
っ
て
異
界
へ
と
入
っ
て
い
く
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
﹂
と
い
う
指
摘
が
あ
る
こ
と
は
﹁︵
上
︶﹂

に
お
い
て
確
認
し
た
。
そ
う
し
た
、
状
況
を
幻
想
的
に
展
開
す
る
他
者
不
在
の
語
り
は
、

降
車
後
、
バ
ス
内
の
出
来
事
の
実
態
を
現
実
的
な
言
葉
で
示
そ
う
と
す
る
﹁
教
員
﹂
と

の
間
に
齟
齬
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。﹁
外
国
兵
﹂
の
下
で
の
﹁︽
羊
︾﹂
化
と
は
異
な
り
、

﹁
羊
に
な
る
、
僕
は
教
員
に
腹
だ
た
し
さ
を
か
り
た
て
ら
れ
た
︵
略
︶。
僕
は
ま
す
ま
す

か
た
く
な
に
口
を
つ
ぐ
ん
だ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
交
番
で
公
の
も
の
と
し
て
﹁
話
﹂
そ

う
と
す
る
﹁
教
員
﹂
の
姿
勢
を
、﹁
僕
﹂
は
拒
絶
す
る
。
そ
れ
は
、
事
態
を
言
語
化
、
物

語
化
で
き
る
か
否
か
と
い
う
従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
枠
組
み
の
も
の
で
は
な
く注12
、
双
方

の
捉
え
て
い
る
世
界
の
対
立
な
の
で
あ
る
。

教
員
は
バ
ス
の
中
で
の
事
件
を
詳
細
に
話
し
た
。︵
略
︶
警
官
た
ち
の
好
奇
心
に
み
ち
た
眼

の
な
か
で
、
僕
が
再
び
ズ
ボ
ン
と
下
ば
き
を
ず
り
さ
げ
ら
れ
、
鳥
の
そ
れ
の
よ
う
に
毛
穴

の
ぶ
つ
ぶ
つ
ふ
き
出
た
裸
の
尻
を
さ
さ
げ
屈
み
こ
ま
さ
れ
る
の
を
感
じ
た
。
／
ひ
ど
い
こ

と
を
や
ら
れ
た
も
ん
だ
な
あ
、
と
猥
ら
な
笑
い
を
す
で
に
か
く
そ
う
と
さ
え
し
な
い
で
、
黄

色
の
歯
茎
を
剥
い
た
中
年
の
警
官
は
い
っ
た
。

　

出
来
事
の
大
筋
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
前
半
の
﹁
僕
﹂
に
よ
る
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も
の
と
は
相
違
す
る
、
も
う
一
つ
の
現
実
が
示
さ
れ
て
い
る
。﹁
教
員
﹂
に
よ
っ
て
交
番

で
﹁
詳
細
﹂
に
展
開
さ
れ
る
﹁
僕
﹂
ら
の
動
物
化
は
、﹁
警
官
た
ち
﹂
の
﹁
好
奇
心
﹂
と

﹁
猥
ら
な
笑
い
﹂
の
中
で
共
有
、
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
。﹁
再
び
﹂
と
あ
る
も
の
の
、
し

か
し
そ
れ
は
、
仮
想
の
﹁
読
者
﹂
と
あ
た
か
も
﹁
共
謀
﹂
す
る
形
で
展
開
さ
れ
る
前
半

の
﹁
僕
﹂
の
﹁︽
羊
︾﹂
化
、﹁
嗜
欲
﹂
を
満
た
す
行
為
の
反
復
で
は
な
く
、
別
様
の
も
の

な
の
で
あ
る
。

　

後
半
で
は
、
他
者
不
在
の
語
り
、
貶
め
ら
れ
る
状
況
に
浸
る
語
り
は
展
開
さ
れ
な
く

な
る
。
降
車
直
後
に
為
さ
れ
る
、﹁
警
察
﹂
を
通
じ
て
外
部
の
現
実
と
の
接
続
を
試
み
る

﹁
教
員
﹂
の
﹁
声
﹂
掛
け
は
、﹁
僕
﹂
に
﹁
厭
わ
し
い
︽
被
害
︾﹂
を
想
起
さ
せ
る
。︽　

︾

が
付
さ
れ
る
最
後
の
箇
所
と
な
る
よ
う
に
、
語
り
の
変
容
の
境
目
と
も
な
り
、
前
半
の

世
界
は
塗
り
替
え
ら
れ
る
危
機
に
瀕
し
て
い
く
。﹁
教
員
﹂
に
よ
る
出
来
事
の
﹁
詳
細
﹂

な
﹁
話
﹂
と
、﹁
警
官
た
ち
﹂
の
共
有
、
消
費
に
よ
り
、
実
際
に
は
伴
わ
れ
て
い
た
生
々

し
さ
が
顕
在
化
し
、﹁
僕
﹂
は
﹁
再
び
﹂
体
験
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
﹁
感
じ
﹂
さ
せ
ら

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
れ
で
も
﹁
僕
﹂
は
、﹁
教
員
﹂
を
拒
み
、
自
身
の
世
界
の
維
持
を
試
み
る
。

そ
こ
で
、
際
限
の
な
い
対
立
が
展
開
さ
れ
る
の
が
後
半
で
あ
り
、
前
半
の
﹁
僕
﹂
の
世

界
と
、
後
半
の
﹁
教
員
﹂
の
﹁
話
﹂
は
、
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
そ
の

た
め
、
先
述
の
誤
記
に
も
見
え
る
﹃
大
江
健
三
郎
小
説
1
﹄
版
の
箇
所
︱
︱
異
な
る
地

層
を
無
理
に
結
び
つ
け
た
よ
う
な
不
整
合
な
つ
な
ぎ
目
は
、
結
果
と
し
て
、
前
半
と
後

半
の
齟
齬
を
象
徴
的
な
形
で
体
現
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
矛
盾
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
故
に
本
作
の
性
質
の
側
面
を
照
射
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
前
半
の
最
後
に

お
い
て
、﹁
教
員
﹂
が
乗
車
し
た
ま
ま
去
っ
て
い
く
こ
と
は
、﹁
僕
﹂
の
姿
勢
に
と
っ
て

は
都
合
が
良
く
、
閉
塞
的
な
空
間
、
他
者
不
在
の
あ
り
方
の
継
続
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
直
後
に
現
れ
る
﹁
教
員
﹂
は
、
そ
う
し
た
世
界
の
捉
え
方
が
、
実
際
に

は
幻
想
に
浸
る
も
の
、
虚
構
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
他
の
版
よ
り

も
顕
著
な
形
で
突
き
つ
け
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
作
の
﹁
分
裂
﹂
に
つ
い
て
確
認
し
た
。
先
述
の
よ
う
に
後
半
で
は
、
仮
想

の
﹁
読
者
﹂
と
の
﹁
共
謀
﹂、
共
犯
関
係
に
お
い
て
為
さ
れ
る
、
動
物
の
喩
が
有
機
的
に

連
鎖
す
る
よ
う
な
語
り
は
展
開
さ
れ
な
く
な
る
。
頭
に
浮
か
べ
る
こ
と
が
具
現
化
す
る

よ
う
な
、
夢
幻
的
、
幻
想
的
な
世
界
の
捉
え
方
の
下
で
、
自
ら
貶
め
ら
れ
る
状
況
に
浸

り
な
が
ら
、
そ
れ
を
他
人
事
の
よ
う
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
態
で
は
現
実
に
目
を

背
け
、
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
﹁
僕
﹂
の
卑
屈
で
都
合
の
良
い
閉
塞
的
な
空
間
は
、
教

員
が
交
番
で
公
に
し
よ
う
と
す
る
﹁
話
﹂
と
は
相
反
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
／
動
物
と

い
う
序
列
の
枠
内
で
語
る
こ
と
が
可
能
な
﹁
外
国
兵
﹂
と
は
異
な
り
、﹁
僕
﹂
の
世
界
を

塗
り
替
え
る
可
能
性
を
持
つ
後
半
の
﹁
教
員
﹂
は
、
全
く
の
他
者
と
し
て
語
ら
れ
る
。

加
え
て
見
て
い
く
よ
う
に
、
そ
う
し
た
語
り
の
中
で
、﹁
教
員
﹂
に
も
、
痛
み
を
抱
え
現

実
に
背
を
向
け
る
姿
勢
が
あ
る
こ
と
が
浮
彫
と
な
る
。

　

こ
れ
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
壁
﹂
を
通
じ
て
世
界
の
対
立
が
続
け
ら
れ
て
い
く
様
に

つ
い
て
見
て
い
く
。

6　
﹁
恥
﹂
の
拒
絶
︱
︱
も
う
一
つ
の
現
実
逃
避

　

世
界
の
対
立
と
述
べ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
後
半
の
﹁
教
員
﹂
を
含
め
、
前
半
と
同
様
に

全
て
は
﹁
僕
﹂
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
﹁
教
員
﹂
の
行
動
原

理
に
つ
い
て
﹁
僕
﹂
が
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
は
な
い
。
自
身
と
は
相
容
れ
ぬ
言
動
を
繰

り
返
す
他
者
と
し
て
の
み
﹁
教
員
﹂
は
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、﹁
外
国
兵
﹂
に
対
し
て
自

身
を
﹁
羊
﹂
と
位
置
づ
け
る
こ
と
と
は
対
照
的
に
、﹁
教
員
﹂
の
﹁
犠
牲
の
羊
に
な
っ
て

く
れ
﹂
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
﹁
か
た
く
な
に
口
を
つ
ぐ
﹂
み
、
関
係
自
体
を
拒
む

姿
勢
か
ら
も
窺
え
る
。
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一
方
で
先
述
の
よ
う
に
、
後
半
で
は
﹁
教
員
﹂
の
抱
え
る
痛
み
も
浮
彫
に
な
る
。
仮

想
の
﹁
読
者
﹂
と
の
﹁
共
謀
﹂、
共
犯
関
係
で
展
開
さ
れ
る
前
半
と
は
異
な
り
、
他
者
の

存
在
が
よ
り
顕
著
な
形
で
示
さ
れ
る
後
半
で
は
、﹁
僕
﹂
の
世
界
の
み
で
は
見
え
に
く
い

側
面
も
描
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
語
る
﹁
僕
﹂
は
、﹁
教
員
﹂
の
抱
え
る
痛
み

に
は
気
づ
か
ず
に
い
る
︱
︱
あ
る
い
は
無
関
心
で
あ
り
、﹁
女
﹂
へ
の
態
度
と
同
様
、
他

者
の
痛
み
を
自
身
に
引
き
つ
け
て
省
み
る
こ
と
の
な
い
姿
勢
が
改
め
て
露
わ
に
な
る
。

　

具
体
的
に
後
半
の
﹁
教
員
﹂
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
く
た
め
、
ま
ず
本
作
の
末
尾
を

確
認
す
る
。

　

俺
は
お
前
の
名
前
を
つ
き
と
め
て
や
る
、
と
教
員
は
感
情
の
高
ぶ
り
に
震
え
る
声
で
い

い
、
急
に
涙
を
両
方
の
怒
り
に
み
ち
た
眼
か
ら
あ
ふ
れ
さ
せ
た
。
お
前
の
名
前
も
、
お
前

の
受
け
た
屈
辱
も
み
ん
な
明
る
み
に
出
し
て
や
る
。
そ
し
て
兵
隊
に
も
お
前
た
ち
に
も
、
死

ぬ
ほ
ど
恥
を
か
か
せ
て
や
る
。
お
前
の
名
前
を
つ
き
と
め
る
ま
で
、
俺
は
決
し
て
お
前
か

ら
離
れ
な
い
ぞ
。

　
﹁
僕
ら
は
あ
れ
を
闇
に
ほ
う
む
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
い
う
、
ひ
と
ま
ず
は
道
理
に

か
な
っ
て
い
る
論
理
が
破
綻
し
、﹁
教
員
﹂
は
﹁
涙
を
両
方
の
怒
り
に
み
ち
た
眼
か
ら
あ

ふ
れ
さ
せ
﹂
な
が
ら
、﹁
感
情
﹂
的
に
﹁
兵
隊
に
も
お
前
た
ち
に
も
、
死
ぬ
ほ
ど
恥
を
か

か
せ
て
や
る
﹂
と
﹁
僕
﹂
に
告
げ
る
。
こ
こ
で
の
﹁
恥
﹂
の
意
味
を
確
認
す
る
に
あ

た
っ
て
、﹁
教
員
﹂
が
、
バ
ス
内
で
も
﹁
恥
﹂
と
い
う
言
葉
を
発
し
て
お
り
、
直
後
に

﹁
殴
ら
れ
﹂
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。

　

恥
を
か
か
さ
れ
た
者
、
は
ず
か
し
め
を
受
け
た
者
は
、
団
結
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
／

︵
略
︶︿
羊
﹀
が
立
ち
あ
が
る
と
、︵
略
︶
教
員
に
つ
っ
か
か
っ
て
い
っ
た
。︵
略
︶
狭
く
開
い

た
唇
の
あ
い
だ
か
ら
唾
を
吐
き
と
ば
し
な
が
ら
教
員
を
睨
み
つ
け
た
が
、
彼
も
言
葉
を
発

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。︵
略
︶
罵
り
の
言
葉
を
あ
き
ら
め
る
よ
う
に
首
を
振
る
と
教
員
の

顎
を
激
し
く
殴
り
つ
け
た
。

　
﹁
教
員
﹂
は
﹁
殴
ら
れ
﹂
る
以
前
か
ら
饒
舌
で
あ
る
。
自
身
に
つ
い
て
も
、﹁
黙
っ
て

見
て
い
た
こ
と
を
、
は
ず
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、﹁
は
ず
か

し
い
﹂
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
省
察
す
る
姿
勢
を
示
し
、
降
車
後
の
交
番
で
も
﹁
平
静

な
気
持
で
そ
れ
を
見
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
﹂
と
発
言
す
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
交
番
で
﹁
教
員
﹂
は
、﹁
被
害
者
の
ひ
と
り
が
こ
の
人
で
す
﹂、﹁
こ
の

人
た
ち
が
外
国
兵
に
暴
行
さ
れ
た
ん
で
す
﹂
と
﹁
被
害
者
﹂
を
特
定
す
る
一
方
で
、
自

身
の
﹁
団
結
﹂
を
訴
え
る
主
張
が
拒
ま
れ
、﹁
殴
ら
れ
た
﹂
こ
と
に
関
し
て
は
、
話
題
と

な
る
こ
と
自
体
を
避
け
る
態
度
を
見
せ
て
い
る
。

　

キ
ャ
ン
プ
の
兵
隊
に
殴
ら
れ
た
ん
だ
っ
て
？　

と
中
年
の
警
官
が
い
っ
た
。
／
い
い
え
、

殴
ら
れ
は
し
ま
せ
ん
、
と
革
ジ
ャ
ン
パ
ー
の
男
に
殴
り
つ
け
ら
れ
た
あ
と
が
青
黒
い
し
み

に
な
っ
て
い
る
自
分
の
顎
を
ひ
い
て
教
員
は
い
っ
た
。
も
っ
と
悪
質
の
暴
行
で
す
。

　

顎
を
殴
ら
れ
て
い
ま
す
ね
、
と
若
い
警
官
が
僕
か
ら
教
員
へ
眼
を
う
つ
し
て
い
っ
た
。
／

い
い
え
⋮
⋮
外
国
兵
に
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
、
と
教
員
は
不
機
嫌
に
い
っ
た
。

　

交
番
で
﹁
被
害
﹂
に
つ
い
て
一
切
口
に
し
な
い
﹁
僕
﹂
と
同
様
に
、﹁
教
員
﹂
も
口
を

閉
ざ
す
。
事
態
を
言
語
化
、
物
語
化
で
き
る
か
否
か
と
い
う
枠
組
み
は
、
従
来
﹁
僕
﹂

を
通
し
て
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
仮
に
﹁
語
り
得
な
い
﹂
状
態
が
描
か
れ
て
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い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
﹁
教
員
﹂
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
﹁
教
員
﹂
の
内
面
は
不
明
で
あ
る
が
、﹁
事
件
を
詳
細
に
話
﹂
す
こ
と
と
は

対
照
的
に
、﹁
団
結
﹂
を
訴
え
る
主
張
が
拒
ま
れ
﹁
殴
ら
れ
た
﹂
こ
と
に
関
し
て
は
避
け

て
お
り
、
容
易
に
は
向
き
合
え
な
い
出
来
事
、
あ
る
い
は
許
容
で
き
な
い
出
来
事
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
は
﹁
語
り
得
な
い
﹂
状
態
と
は
異
な
る
が
、
少
な
く

と
も
、﹁
僕
﹂
と
同
様
に
、﹁
い
い
え
﹂
と
拒
絶
す
べ
き
も
の
を
抱
え
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
降
車
後
も
執
拗
に
主
張
を
通
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
バ
ス
内
で
主
張
を
拒
ま
れ

﹁
殴
ら
れ
た
﹂
出
来
事
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
よ
う
に
振
舞
う
態
度
と
表
裏
の
も
の
、

響
き
合
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。﹁
教
員
﹂
に
と
っ
て
﹁
暴
行
﹂
の
﹁
被

害
者
﹂
と
は
、﹁
外
国
兵
﹂
に
﹁
恥
を
か
か
さ
れ
た
者
、
は
ず
か
し
め
を
受
け
た
者
﹂
な

の
で
あ
り
、﹁︿
羊
﹀﹂
に
﹁
殴
ら
れ
た
﹂
自
身
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。﹁
黙
っ
て
見
て

い
た
こ
と
﹂
は
﹁
は
ず
か
し
い
﹂
こ
と
で
あ
っ
て
も
、﹁
恥
﹂
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
問
題
で
あ
る
の
は
、﹁
屈
伏
﹂﹁
無
気
力
に
う
け
い
れ
て
し
ま
う
態
度
﹂﹁
泣
寝

入
り
﹂
を
批
判
し
、﹁
事
件
﹂
と
し
て
﹁
明
る
み
﹂
に
出
そ
う
と
す
る
執
拗
な
主
張
が
、

実
際
に
は
﹁
暴
行
﹂︱
︱﹁
殴
ら
れ
﹂
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
﹁
警
官
﹂
に
と
っ
て

﹁
暴
行
﹂
で
あ
る
︱
︱
さ
れ
て
い
る
﹁
教
員
﹂
自
身
に
も
還
っ
て
く
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。﹁
教
員
﹂
は
無
自
覚
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
点
は
、﹁
兵
隊
に
も
お
前

た
ち
に
も
、
死
ぬ
ほ
ど
恥
を
か
か
せ
て
や
る
﹂
と
い
う
最
後
の
発
言
に
よ
っ
て
浮
彫
に

な
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
字
義
通
り
﹁
兵
隊
﹂
と
﹁
お
前
た
ち
﹂
に
﹁
恥
を
か
か
﹂
す
意
志
が
示

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
、
こ
こ
で
の
﹁
も
﹂
に
は
﹁
感
情
の
高
ぶ
り
﹂
と
と

も
に
﹁
教
員
﹂
が
図
ら
ず
も
想
い
を
吐
露
し
て
い
る
様
が
表
れ
出
て
い
る
よ
う
で
も
あ

る
。
そ
れ
は
、﹁
俺
﹂
と
同
じ
よ
う
に
﹁
恥
﹂
を
﹁
兵
隊
に
も
お
前
た
ち
に
も
﹂︵
傍
線

引
用
者
︶﹁
か
か
せ
て
や
る
﹂
と
い
う
想
い
で
あ
り
、﹁
涙
を
両
方
の
怒
り
に
み
ち
た
眼

か
ら
あ
ふ
れ
さ
せ
﹂
て
い
る
こ
と
に
も
、
こ
う
し
た
心
中
が
窺
え
る
。﹁︽
羊
︾﹂
と
し
て

の
自
身
を
他
人
事
の
よ
う
に
語
ろ
う
と
も
、﹁
粘
り
つ
く
涙
﹂
が
﹁
僕
﹂
か
ら
流
れ
る
の

と
同
様
に
、﹁
恥
﹂
を
自
身
と
無
縁
の
も
の
と
し
よ
う
と
も
、
生
々
し
さ
を
伴
う
﹁
涙
﹂

が
あ
ふ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
﹁
教
員
﹂
は
こ
う
し
た
自
身
に
向
き
合
え
て
お
ら
ず
、﹁
僕
﹂
も
そ
の
痛
み
を
察
し
よ

う
と
は
し
な
い
。
た
だ
し
﹁
僕
﹂
は
、
自
身
と
同
様
に
﹁︽
羊
︾﹂
化
し
た
﹁
勤
め
人
﹂

に
は
次
の
よ
う
な
推
測
を
し
て
い
る
。

　

勤
め
人
の
色
の
悪
い
喉
が
ひ
く
ひ
く
動
い
た
。
そ
れ
は
こ
う
い
っ
て
い
た
、
俺
の
体
が

痛
む
わ
け
は
な
い
よ
、
尻
を
裸
に
さ
れ
る
く
ら
い
で
、
俺
を
ほ
っ
て
お
い
て
く
れ
な
い
か
。

し
か
し
勤
め
人
の
唇
は
硬
く
嚙
み
し
め
ら
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。

　

一
方
で
﹁
教
員
﹂
の
心
情
を
推
し
量
る
こ
と
は
な
い
。﹁
教
員
﹂
は
あ
く
ま
で
も
﹁
理

ふ
じ
ん
﹂
な
他
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、﹁
君
は
黙
っ
て
忘
れ
た
い
だ
ろ
う
け
ど
﹂

と
あ
る
よ
う
に
、﹁
教
員
﹂
は
﹁
僕
﹂
の
状
況
に
想
像
を
働
か
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ

の
上
で
﹁
事
件
﹂
と
し
て
﹁
明
る
み
﹂
に
し
よ
う
と
主
張
す
る
。

　

最
後
に
、
こ
う
し
た
対
立
を
象
徴
す
る
﹁
壁
﹂
に
注
目
し
、
現
在
ま
で
続
く
問
題
の

あ
り
方
を
考
察
す
る
。

7　
﹁
外
套
﹂
と
﹁
レ
イ
ン
コ
ー
ト
﹂︱
︱﹁
透
明
な
壁
﹂

　
﹁
外
国
兵
﹂
の
﹁
暴
行
﹂
後
の
バ
ス
内
に
お
い
て
、﹁
透
明
な
壁
﹂
と
い
う
言
葉
が

﹁
僕
﹂
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。

　

あ
い
つ
ら
に
も
思
い
し
ら
せ
て
や
ら
な
き
ゃ
、
と
教
員
の
言
葉
に
う
な
ず
き
な
が
ら
別
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の
客
が
い
っ
た
。
我
わ
れ
も
応
援
し
ま
す
よ
。
／
し
か
し
坐
っ
て
い
る
︽
羊
︾
の
誰
も
、
彼

ら
の
励
ま
し
に
答
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
声
が
透
明
な
壁
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て

聞
こ
え
な
い
よ
う
に
、
み
ん
な
黙
っ
て
う
つ
む
い
て
い
た
。

　

大
江
健
三
郎注13
は
初
期
作
品
を
創
作
す
る
際
の
﹁
基
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
﹂
と
し
て
、﹁
ぼ

く
ら
日
本
の
若
い
人
間
た
ち
が
、
あ
い
ま
い
で
執
拗
な
壁
に
と
じ
こ
め
ら
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
、︵
略
︶
真
に
人
間
的
な
連
帯
は
な
く
︵
略
︶
た
だ
体
を
か
ら

ま
せ
あ
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
﹂
が
あ
り
、﹁
基
本
方
針
﹂
に
﹁
閉
じ
ら
れ

た
状
態
に
あ
る
人
間
を
書
く
﹂
こ
と
な
ど
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
発
言
と
関
連
づ
け
て
木
村
幸
雄注14
は
、
先
の
引
用
に
﹁
両
者
を
断
絶
さ
せ
て
い
る

眼
に
は
見
え
な
い
壁

4

4

4

4

4

4

4

4

﹂
を
見
出
し
、﹁
主
人
公
が
、
性
質
の
異
な
る
二
つ
の
壁
に
よ
っ
て
、

二
重
に
監
禁
さ
れ
て
い
る
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
﹂
と
し
て
い
る
。﹁
二
つ
の
壁
﹂
と
は
、

内
側
の
﹁
透
明
の
壁
﹂
と
、
外
側
の
﹁
占
領
下
の
外
的
圧
力
﹂
に
よ
る
﹁
壁
﹂
を
指
し

て
い
る
。
確
か
に
、﹁
外
国
兵
﹂
と
の
関
係
性
に
お
い
て
﹁
壁
﹂
と
い
う
表
記
は
な
い
も

の
の
、﹁
透
明
な
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、
逆
説
的
に
、﹁
外
国
兵
﹂
と
の
関
係
性
が
、

﹁
透
明
﹂
で
は
な
い
明
確
な
﹁
壁
﹂
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し

留
意
す
べ
き
は
、﹁︵
上
︶﹂
に
お
い
て
確
認
し
た
よ
う
に
、﹁
僕
﹂
の
﹁
怒
り
﹂
の
対
象

が
﹁
外
国
兵
﹂
か
ら
そ
れ
る
こ
と
に
誘
導
さ
れ
る
よ
う
に
、
先
行
研
究
も
、﹁
外
国
兵
﹂

の
﹁
暴
行
﹂
を
﹁
壁
﹂
と
見
な
す
の
み
で
、
そ
の
実
態
に
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
作
中
の
傍
観
者
同
様
、
戦
後
の
状
況
を
ど
う
に
も
な
ら
な
い
﹁
壁
﹂、
所
与

の
も
の
の
よ
う
に
看
過
す
る
こ
と
で
、
む
し
ろ
問
題
は
﹁
透
明
﹂、
抽
象
化
し
て
き
た
と

も
言
え
る
。

　

そ
れ
が
﹁
僕
﹂
の
語
り
の
内
実
︱
︱
他
者
不
在
の
、
貶
め
ら
れ
る
状
況
に
浸
る
あ
り

方
を
見
え
難
く
し
、
三
島
の
よ
う
に
、﹁
純
粋
な
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
行
為
﹂
と
捉
え
て
い

く
読
解
を
生
む
要
因
に
な
っ
て
き
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
村
上
克
尚注15
は
、
こ

う
し
た
三
島
の
志
向
の
根
底
に
、﹁
文
化
防
衛
論
﹂
で
主
張
さ
れ
て
い
る
戦
後
日
本
批
判
、

具
体
的
に
は
、﹁
人
間
﹂
を
﹁
フ
ラ
グ
メ
ン
ト
﹂
化
し
て
し
ま
う
﹁
平
和
的
福
祉
﹂
国
家

の
あ
り
方
に
対
す
る
批
判注16
が
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
社
会
状
況
を
打
破
す
る
も
の
と

し
て
、﹁
死
﹂
が
﹁
純
粋
な
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
行
為
﹂
と
し
て
称
揚
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。

　

確
か
に
戦
後
日
本
を
安
定
と
捉
え
た
上
で
、﹁
人
間
﹂
一
人
一
人
を
押
さ
え
つ
け
る
も

の
と
見
な
し
、
反
発
す
る
姿
勢
は
三
島
作
品
の
登
場
人
物
に
も
認
め
ら
れ
る
が
、
た
だ

し
実
際
の
作
品
で
は
、
そ
う
し
た
方
法
が
単
純
に
礼
賛
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
作

と
同
年
発
表
の
﹁
鏡
子
の
家注17
﹂
で
は
、
戦
後
日
本
を
﹁
安
定
﹂、﹁
壁
﹂
と
見
な
す
登
場

人
物
た
ち
の
あ
り
方
が
展
開
さ
れ
た
上
で
、
そ
れ
が
否
定
的
に
描
か
れ
て
い
く
。
具
体

的
に
は
、﹁
時
代
﹂
を
一
面
的
に
不
変
の
強
固
な
存
在
の
よ
う
に
捉
え
、
そ
の
上
で
抵
抗

の
立
場
に
身
を
浸
す
生
き
方
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
戦
後
へ
の
あ
る
種
の
信
頼
を
示
す
も

の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
、
ま
た
、
背
後
に
存
在
す
る
ア
メ
リ
カ
を
絶
対
化
し
、
依
存
し

て
拠
り
所
と
す
る
姿
勢
を
露
わ
に
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
浮
彫
に
さ
れ
て
い
く注18
。

　

そ
の
よ
う
に
否
定
的
に
描
か
れ
る
登
場
人
物
た
ち
の
欺
瞞
性
、
虚
妄
性
は
、
眼
前
の

﹁
外
国
兵
﹂
に
は
一
言
も
発
す
る
こ
と
が
な
く
、
貶
め
ら
れ
る
状
況
を
他
人
事
の
よ
う
に

語
る
こ
と
で
主
体
で
あ
ろ
う
と
す
る
﹁
僕
﹂
の
前
半
の
卑
屈
な
あ
り
方
に
重
な
る
も
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
本
作
の
﹁
壁
﹂
を
め
ぐ
る
描
写
は
、
よ
り
複
雑
で
屈
折
し
て
い
る
。﹁
教

員
﹂
に
よ
る
批
判
は
、﹁
壁
﹂
を
築
き
、
そ
の
下
で
現
実
を
看
過
し
回
避
す
る
﹁
僕
﹂
ら

の
生
き
方
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
主
張
を
﹁
僕
﹂
ら
は
受
け
入
れ

な
い
。
そ
し
て
、﹁
教
員
﹂
も
自
身
が
拒
絶
さ
れ
﹁
殴
ら
れ
た
﹂
現
実
を
許
容
し
な
い
。

言
わ
ば
、
双
方
の
相
容
れ
な
い
世
界
が
﹁
透
明
な
壁
﹂
で
隔
て
ら
れ
て
併
存
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
断
絶
は
、﹁
僕
﹂
の
﹁
外
套
﹂
と
、
教
員
の
﹁
レ
イ
ン
コ
ー
ト
﹂
に
よ
っ
て
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も
比
喩
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。﹁
外
国
兵
の
逞
し
い
腕
が
僕
の
肩
を
し
っ
か
り
掴
む

と
動
物
の
毛
皮
を
剥
ぐ
よ
う
に
僕
の
外
套
を
む
し
り
と
っ
た
の
だ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、

﹁
僕
﹂
は
﹁
外
国
兵
﹂
と
い
う
﹁
壁
﹂
の
下
で
は
、﹁
外
套
﹂
を
脱
ぎ
、﹁
動
物
﹂
化
す
る
。

一
方
、
降
車
後
は
﹁
明
る
い
心
を
も
っ
た
子
供
の
よ
う
に
意
味
も
な
く
駈
け
だ
す
こ
と

に
き
め
て
外
套
を
か
た
く
体
に
ま
と
い
つ
け
た
﹂
と
決
意
を
示
し
、﹁
教
員
﹂
の
﹁
犠
牲

の
羊
に
な
っ
て
く
れ
﹂
と
い
う
主
張
に
も
応
じ
な
い
。﹁
外
套
﹂
は
、
そ
の
時
々
の
状
況

に
お
け
る
自
身
を
位
置
づ
け
る
膜
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た

﹁
僕
﹂
に
と
っ
て
﹁
教
員
﹂
は
、﹁
レ
イ
ン
コ
ー
ト
﹂
を
ま
と
う
存
在
と
し
て
映
じ
て
い

る
︱
︱﹁
若
い
教
員
風
の
男
の
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
垂
れ
た
端
を
踏
み
つ
け
て
よ
ろ
め
い

た
﹂、﹁
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
襟
を
立
て
た
教
員
に
、
被
害
者
の
ほ
ほ
え
み
、
弱
よ
わ
し
く

軽
い
微
笑
を
お
く
ろ
う
と
し
た
が
、
教
員
は
非
難
に
み
ち
た
眼
で
僕
を
見
か
え
す
の
だ
﹂、

﹁
勤
め
人
は
黙
り
こ
ん
だ
ま
ま
、
う
つ
む
い
て
教
員
の
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
裾
を
見
つ
め
て

い
た
﹂、﹁
床
に
倒
れ
た
教
員
は
立
ち
あ
が
る
と
僕
ら
を
い
く
ぶ
ん
哀
し
そ
う
な
眼
で
み

つ
め
、
そ
れ
か
ら
丁
寧
に
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
は
た
い
た
﹂、﹁
そ
の
声
が
レ
イ
ン
コ
ー
ト

の
教
員
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
振
り
か
え
る
ま
で
も
な
く
わ
か
っ
た
﹂。﹁
僕
﹂
が
そ
の

心
情
に
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
は
な
い
が
、﹁
外
套
﹂
と
対
に
な
る
形
で
、
自
身
の
意
志
を

曲
げ
な
い
﹁
教
員
﹂
の
姿
勢
が
﹁
レ
イ
ン
コ
ー
ト
﹂
を
通
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

窺
え
る
。

　

見
て
き
た
よ
う
に
、﹁
僕
﹂
か
ら
は
欺
瞞
性
、
虚
妄
性
が
読
み
取
れ
る
が
、
重
要
で
あ

る
の
は
、
そ
う
し
た
あ
り
方
を
批
判
す
る
﹁
教
員
﹂
に
も
現
実
逃
避
の
姿
勢
が
内
包
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
痛
み
に
思
い
を
巡
ら
せ
ず
に
、
あ
る
い
は
無
関

心
を
貫
い
て
自
身
を
顧
み
な
い
﹁
僕
﹂
の
姿
勢
ま
で
も
本
作
で
は
露
わ
に
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
社
会
に
お
い
て
顕
著
と
さ
れ
る
、﹁
世
界
を
二
元
論
化

す
る
境
界
線
﹂
を
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
本
作
で
は
、﹁
壁
﹂
を
批
判
す
る
側
も
、
図

ら
ず
も
﹁
透
明
な
壁
﹂
を
構
築
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
加
え
て
、

そ
の
こ
と
を
他
者
の
問
題
の
よ
う
に
し
か
語
れ
な
い
様
相
も
浮
彫
に
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
﹁
僕
﹂
の
﹁
透
明
な
壁
﹂
を
、
現
実
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
の
も
と
、

自
身
も
現
実
逃
避
し
て
い
る
こ
と
に
無
自
覚
な
﹁
教
員
﹂
が
叩
く
末
尾
は
、
確
か
に

﹁
絶
望
﹂
を
伴
う
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
﹁
涙
﹂
に
は
可
能

性
も
示
さ
れ
て
い
る
。﹁︽
羊
︾﹂
と
し
て
の
自
身
を
他
人
事
の
よ
う
に
語
ろ
う
と
も
、

﹁
僕
﹂
か
ら
は
﹁
粘
り
つ
く
涙
﹂
が
流
れ
で
て
い
る
の
で
あ
り
、﹁
恥
﹂
を
自
身
と
無
縁

の
も
の
と
し
よ
う
と
も
、﹁
教
員
﹂
か
ら
は
生
々
し
さ
を
伴
う
﹁
涙
﹂
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

結
局
﹁
壁
﹂
を
作
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
必
然
の
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
際
に
﹁
涙
﹂
が
流
れ
、
あ
ふ
れ
で
る
様
も
ま
た
、
必
然
、
自
然
の
も
の
の
よ

う
に
描
か
れ
て
い
る
。﹁
僕
﹂
も
﹁
教
員
﹂
も
、
自
身
が
抱
え
て
い
る
問
題
性
を
示
す

﹁
涙
﹂
に
向
き
合
え
ず
、
先
行
研
究
も
両
者
の
対
立
に
の
み
注
視
し
、
作
中
の
傍
観
者
の

よ
う
な
立
場
に
止
ま
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
戦
後
に
温
存
さ
れ
て
き
た
現
実
で
あ
り
、

﹁
壁
﹂
を
そ
の
都
度
作
り
な
が
ら
出
来
事
を
看
過
す
る
あ
り
方
を
、
本
作
を
﹁
今
﹂﹁
読

ん
で
い
る
﹂、
現
在
の
﹁
読
者
﹂
は
︱
︱
前
半
の
﹁
僕
﹂
と
の
間
で
為
さ
れ
る
﹁
共
謀
﹂、

共
犯
関
係
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
ま
た
﹁
メ
タ
的
な
感
覚
﹂
の
強
ま
り
の
中
で
単
に
自

意
識
を
肥
大
化
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︱
︱
自
身
の
問
題
、
当
事
者
と
し
て
直
視
し
、
傍

観
者
の
立
場
と
は
異
な
る
形
で
読
み
替
え
て
い
く
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
﹁
涙
﹂

を
通
し
て
感
受
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
﹁
人
間
の
羊
﹂
の
引
用
は
﹃
大
江
健
三
郎
全
小
説　

1
﹄︵
講
談
社
、
二
〇
一
八
・
九
︶、﹁
鏡
子

の
家
﹂
の
引
用
は
﹃
決
定
版　

三
島
由
紀
夫
全
集
﹄︵
第
七
巻
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
一
・
六
︶
に
拠
る
。
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注︵
1
︶　 

三
島
由
紀
夫
﹁
裸
体
と
衣
装
︱
︱
日
記
﹂︵﹃
裸
体
と
衣
装
﹄
新
潮
文
庫
、
一
九
八
三
・
一

二
。
二
三
~
二
五
頁
。
初
出
は
﹁
日
記
﹂︵﹁
新
潮
﹂
一
九
五
八
・
四
~
五
九
・
九
︶。
初

刊
は
﹃
裸
体
と
衣
装
︱
︱
日
記
﹄
新
潮
社
、
一
九
五
九
・
一
一
︶。
具
体
的
に
は
、
三
島

に
よ
る
言
及
当
時
の
大
江
の
最
新
作
﹁
鳩
﹂︵﹁
文
学
界
﹂
一
九
五
八
・
三
︶
ま
で
を
論
の

対
象
と
し
て
い
る
。

︵
2
︶　 

村
上
克
尚
﹃
動
物
の
声
、
他
者
の
声
︱
︱
日
本
戦
後
文
学
の
倫
理
﹄︵
新
曜
社
、
二
〇
一

七
・
九
。
一
三
八
、
一
四
〇
頁
︶。

︵
3
︶　 

付
け
加
え
れ
ば
、﹁
人
間
の
羊
﹂
を
収
録
す
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
﹃
小
説
の
惑
星　

オ
ー
シ
ャ

ン
ラ
ズ
ベ
リ
ー
篇
﹄︵
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
二
一
・
一
二
︶
の
編
者
で
あ
る
伊
坂
幸
太
郎

も
、
同
書
﹁
編
者
あ
と
が
き
﹂
に
お
い
て
大
江
健
三
郎
を
﹁
新
し
い
言
葉
や
比
喩
を
見
つ

け
る
感
覚
が
規
格
外
に
優
れ
、
現
実
が
ね
じ
曲
が
っ
て
い
く
よ
う
な
物
語
を
描
い
て
い

く
﹂
作
家
と
評
し
、
そ
の
作
品
を
﹁
ど
こ
ま
で
が
現
実
な
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
、
リ
ア

ル
な
話
と
神
話
が
ま
ざ
っ
た
よ
う
な
小
説
﹂
と
捉
え
、
本
作
に
つ
い
て
は
﹁
寓
話
的
﹂
と

述
べ
て
い
る
︵
三
〇
六
、
三
〇
七
頁
︶。

︵
4
︶　

柴
田
勝
二
﹃
大
江
健
三
郎
論
︱
︱
地
上
と
彼
岸
﹄︵
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
二
・
七
。
一

一
、
一
六
頁
︶。

︵
5
︶　 

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
・
九
。
一
七
三
、
一
七
四
頁
︶。

︵
6
︶　 

東
浩
紀
﹃
ゲ
ン
ロ
ン
0
︱
︱
観
光
客
の
哲
学
﹄︵
ゲ
ン
ロ
ン
、
二
〇
一
七
・
四
。
四
八
、

五
一
頁
︶。

︵
7
︶　

注
︵
5
︶
に
同
じ
。
一
七
七
頁
。

︵
8
︶　

注
︵
5
︶
に
同
じ
。
一
七
七
、
一
七
八
、
二
八
〇
、
二
八
一
頁
。

︵
9
︶　 

中
山
敦
雄
﹃
推
し
エ
コ
ノ
ミ
ー　
﹁
仮
想
一
等
地
﹂
が
変
え
る
エ
ン
タ
メ
の
未
来
﹄︵
日
経

Ｂ
Ｐ
、
二
〇
二
一
・
一
〇
。
一
五
八
、
一
五
九
頁
︶。

︵
10
︶　

村
上
克
尚
﹁
大
江
健
三
郎
と
傷
の
主
題
﹂︵﹁
文
学
界
﹂
二
〇
一
八
・
八
。
四
七
頁
︶。

︵
11
︶　 

立
教
大
学
の
授
業
で
﹃
大
江
健
三
郎
小
説
1
﹄
版
を
テ
キ
ス
ト
に
し
た
際
に
、
受
講
者
の

指
摘
に
よ
っ
て
気
付
か
さ
れ
た
。
ま
た
、﹁
教
員
﹂
は
﹁
お
な
じ
空
気
の
な
か
へ
裸
の
尻

を
さ
ら
し
た
仲
間
﹂
で
は
な
い
。

︵
12
︶　 

本
稿
と
は
文
脈
が
異
な
る
が
、
佐
久
本
佳
奈
﹁
大
江
健
三
郎
﹁
人
間
の
羊
﹂
論
︱
︱︿
法
﹀

の
手
前
の
監
禁
空
間
﹂︵﹁
昭
和
文
学
研
究
﹂
二
〇
二
二
・
三
︶
は
、﹁
外
国
兵
﹂
の
行
為

に
対
す
る
、﹁
女
の
尻
を
ま
く
る
の
な
ら
話
は
わ
か
る
が
﹂
と
い
う
﹁
道
路
工
夫
の
よ
う

に
頑
丈
な
靴
を
は
い
た
男
﹂
の
台
詞
へ
の
注
目
か
ら
、﹁
テ
ク
ス
ト
の
男
た
ち
に
と
っ
て

﹁
羊
撃
ち
﹂
の
出
来
事
﹂
が
﹁
女
性
の
位
置
を
借
り
な
け
れ
ば
了
解
可
能
﹂
に
で
き
な
い

も
の
で
あ
り
、
本
作
が
﹁
女
性
の
退
場
を
積
極
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
女
で
な
い

も
の
﹂
と
し
て
の
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
支
え
て
い
た
当
の
﹁
女
﹂
が
不
在
と
な
っ
た

後
の
、
男
た
ち
の
深
い
言
語
喪
失
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
、﹁
言
語
化

が
困
難
に
な
る
事
態
﹂
を
見
出
し
て
い
る
︵
二
二
九
、
二
三
〇
頁
︶。
こ
の
点
は
留
意
し

た
い
。

︵
13
︶　 

大
江
健
三
郎
﹃
厳
粛
な
綱
渡
り　

現
代
日
本
の
エ
ッ
セ
イ
﹄︵
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九

九
一
・
一
〇
。
五
九
、
六
〇
頁
。
初
刊
は
文
芸
春
秋
、
一
九
六
五
・
二
︶。

︵
14
︶　 

木
村
幸
雄
﹁
大
江
健
三
郎
の
初
期
短
篇
に
つ
い
て
︱
︱﹃
人
間
の
羊
﹄
と
﹃
不
意
の
啞
﹄﹂

︵﹁
言
文
﹂
一
九
八
六
・
一
二
。
九
、
一
〇
頁
︶。

︵
15
︶　

注
︵
2
︶
に
同
じ
。
一
四
〇
頁
。

︵
16
︶　 

三
島
由
紀
夫
﹃
決
定
版　

三
島
由
紀
夫
全
集
﹄︵
第
三
五
巻
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
・
一

〇
。
初
出
は
﹁
中
央
公
論
﹂
一
九
六
八
・
七
。
一
六
、
一
七
頁
︶。

︵
17
︶　 

三
島
由
紀
夫
﹁
鏡
子
の
家
﹂︵
第
二
章
途
中
ま
で
を
発
表
︵﹁
声
﹂
一
九
五
八
・
一
〇
︶
後
、

第
一
部
︵
新
潮
社
、
一
九
五
九
・
九
︶、
第
二
部
︵
新
潮
社
、
一
九
五
九
・
九
︶
刊
行
︶。

︵
18
︶　 
拙
稿
﹁
三
島
由
紀
夫
﹁
鏡
子
の
家
﹂
に
お
け
る
現
在
性
︱
︱﹁
時
代
の
壁
﹂
の
解
体
﹂

︵﹁
文
学
・
語
学
﹂
二
〇
一
六
・
八
︶。

︵
や
ま
だ　

な
つ
き　
　

日
本
語
日
本
文
学
科
︶
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