
一

一
九
六
四
年
に
第
五
一
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々

│
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
六
四
・
八
）
は
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
小
説
で
、

映
画
化
も
さ
れ
た
、
作
家
柴
田
翔
の
最
も
知
ら
れ
た
代
表
作
で
あ
る
。『
さ
れ

ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
に
つ
い
て
秋
山
駿
は
、「
信
念
の
崩
壊
や
自
我
の
挫
折

に
見
舞
わ
れ
る
登
場
人
物
た
ち
の
、
い
わ
ば
挫
折
の
時
代
に
生
き
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
物
語
は
、（
略
）
六
○
年
安
保
闘
争
の
敗
北
後
の
青
年
達
の
心
情
に
合

致
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
小
説
は
「
安
保
闘
争
の
敗

北
後
の
青
年
達
」
だ
け
で
は
な
く
、
安
保
闘
争
以
後
の
、
ず
っ
と
後
の
世
代
の

読
者
に
も
広
く
読
ま
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
石
川
巧
が
「
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
と
し

て
の
〈
知
性
〉
│
柴
田
翔
『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
論
」（『
高
度
成
長
期

ク
ロ
ニ
ク
ル
　
日
本
と
中
国
の
文
化
変
容
』〈
石
川
巧
他
編
、
玉
川
大
学
出
版

部
、
二
○
○
七
・
一
○
〉
所
収
）
で
、
目
配
り
良
く
跡
付
け
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
に
し
て
も
、『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
が
や
は

り
安
保
闘
争
後
の
挫
折
ム
ー
ド
に
最
も
合
致
し
た
小
説
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
間

違
い
な
い
。
た
だ
、
こ
の
小
説
で
語
ら
れ
た
話
は
、
六
○
年
の
安
保
闘
争
で
の

敗
北
や
そ
の
後
の
時
代
の
事
柄
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
血
の
メ
ー
デ
ー
事
件

や
、
一
九
五
○
年
代
前
半
当
時
の
日
本
共
産
党
主
流
派
に
よ
る
武
装
闘
争
時
代

の
こ
と
で
あ
っ
た
。『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
に
は
、
様
々
な
登
場
人
物

が
現
わ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
書
簡
や
回
想
の
形
で
各
自
の
立
場
を
語
る
の
だ

が
、
挫
折
の
問
題
を
端
的
に
語
っ
て
い
る
の
は
、「
曾
根
へ
の
佐
野
の
手
紙
」

で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
内
容
を
簡
単
に
見
な
が
ら
、
手
紙
か
ら
見
ら
れ
る
問
題

に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。

手
紙
に
よ
る
と
、
東
京
の
高
校
の
学
生
運
動
の
中
心
で
あ
っ
た
Ｏ
高
校
に
在

籍
し
て
い
た
佐
野
は
、
高
校
三
年
の
時
に
は
「
細
胞
の
キ
ャ
ッ
プ
」
に
な
っ
た

よ
う
に
、
高
校
生
の
活
動
家
の
中
で
は
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
一
九
五
二
年
の
メ
ー
デ
ー
の
時
、
佐
野
は
皇
居
前
広
場
で
尻
込
み
す
る
下
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級
生
た
ち
を
前
に
し
て
激
し
く
ア
ジ
り
な
が
ら
も
、
振
り
上
げ
る
警
棒
を
持
っ

た
警
官
の
「
凄
い
形
相
を
み
た
瞬
間
」、
自
ら
は
「
突
然
激
し
い
恐
怖
に
襲
わ

れ
」、
そ
の
場
か
ら
一
目
散
に
逃
げ
た
の
で
あ
る
。「
ぼ
く
は
、
自
分
で
は
口
で

勇
ま
し
く
ア
ジ
り
な
が
ら
、
最
後
の
土
壇
場
で
み
な
を
裏
切
っ
た
こ
と
を
わ
す

れ
る
こ
と
は
、
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
」
と
、
佐
野
は
手
紙
で
語
っ
て
い
る
。

そ
の
後
東
大
に
入
学
し
た
佐
野
は
、
裏
切
り
の
負
い
目
を
内
心
持
ち
な
が
ら

も
、
政
治
活
動
に
献
身
的
に
関
わ
り
続
け
た
。
佐
野
は
語
っ
て
い
る
、「
も
し

党
か
ら
離
れ
た
ら
、
そ
の
時
の
ぼ
く
は
、
自
分
が
持
っ
て
い
る
一
番
大
事
な
も

の
、
自
分
に
対
し
て
自
分
を
誇
る
こ
と
の
で
き
る
た
だ
一
つ
の
も
の
を
、
完
全

に
、
取
り
か
え
し
よ
う
も
な
く
失
っ
て
し
ま
う
と
思
え
た
の
で
す
」、
と
。
党

は
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
そ
の
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
や
が
て

佐
野
は
、
党
主
流
派
の
武
装
闘
争
路
線
に
従
っ
て
山
村
工
作
隊
と
し
て
東
北
地

方
に
潜
入
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
佐
野
に
と
っ
て
は
、「
地
下
活
動
の
中

で
、
も
う
一
度
自
分
を
試
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
山
村
で
の

約
十
ヵ
月
の
生
活
は
、
い
ざ
武
装
蜂
起
と
な
っ
た
時
に
果
た
し
て
「
自
分
は
逃

げ
出
さ
ず
に
済
む
か
」
と
い
う
問
題
と
向
き
合
っ
た
生
活
で
も
あ
っ
た
が
、
結

局
、
蜂
起
の
時
は
来
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
五
五
年
の
第
六
回
全
国
協
議
会
（
六
全

協
）
で
、
日
本
共
産
党
は
、
分
裂
し
て
い
た
主
流
派
（
所
感
派
）
と
国
際
派
と

を
統
一
し
、
武
装
闘
争
路
線
か
ら
も
転
換
し
た
。『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』

は
、
日
本
共
産
党
を
め
ぐ
る
政
治
史
に
つ
い
て
は
史
実
に
ほ
ぼ
忠
実
に
語
ら
れ

て
い
る
が
、
六
全
協
に
つ
い
て
の
佐
野
の
反
応
は
、
山
村
工
作
隊
と
し
て
地
下

活
動
に
従
事
し
た
学
生
活
動
家
た
ち
の
一
般
の
反
応
と
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
一
般
に
は
六
全
協
の
決
定
は
、
共
産
党
に
対
し
て
当
時
の
学
生
活
動
家
た

ち
の
多
く
が
持
っ
て
い
た
、
党
の
無
謬
性
神
話
の
崩
壊
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

彼
ら
の
、
革
命
党
と
し
て
の
共
産
党
へ
の
不
信
感
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
因
み

に
こ
の
六
全
協
で
の
路
線
転
換
が
、
後
に
反
日
共
系
左
翼
で
あ
る
共
産
主
義
者

同
盟
の
誕
生
に
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
佐
野
は
党
へ
の
不
信
感
よ
り
も

蜂
起
の
時
を
迎
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
「
安
堵
」
を
覚
え
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
二
度
目
の
「
恥
を
さ
ら
す
こ
と
な
く
済
ん
だ
と
い
う
気
持
」
で

あ
っ
た
。

そ
の
後
、「
革
命
を
お
そ
れ
る
党
員
」
で
あ
る
（
と
自
分
で
は
思
っ
て
い
る
）

佐
野
は
、
党
を
離
れ
、
大
会
社
に
就
職
す
る
。
革
命
家
と
し
て
は
と
も
か
く
、

一
般
の
会
社
人
と
し
て
は
有
能
で
あ
っ
た
佐
野
は
、「
次
第
に
仕
事
の
魅
力
に

と
り
つ
か
れ
て
」
い
き
、
会
社
で
も
そ
の
能
力
が
認
め
ら
れ
、
副
社
長
に
も
目

を
か
け
ら
れ
て
、
副
社
長
の
姪
と
見
合
い
す
る
ま
で
に
な
る
。
し
か
し
あ
る

時
、
吐
き
気
を
も
よ
お
し
た
副
社
長
に
、
そ
の
姪
が
胃
癌
で
は
な
い
か
と
言
っ

た
こ
と
に
対
し
て
、「
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
に
沈
ん
だ
表
情
」
を
顔
に
浮
か
べ
て

姪
の
言
葉
を
否
定
す
る
副
社
長
を
見
た
佐
野
は
、「
副
社
長
が
そ
の
時
垣
間
み

て
し
ま
っ
た
の
は
、
癌
と
い
う
よ
う
な
具
体
的
な
病
気
で
は
な
く
、
彼
の
死
そ

の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
」
か
と
思
う
。
そ
し
て
、
自
ら
も
自
分
の
死
と
い

う
も
の
を
考
え
始
め
、
人
が
自
ら
の
死
を
思
っ
た
時
に
副
社
長
の
よ
う
に
「
あ
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れ
ほ
ど
暗
い
表
情
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
人
間
の
生
き
て
持
っ

て
い
る
幸
福
と
は
、
一
体
何
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
」
を
持
つ
。

さ
ら
に
佐
野
は
、
死
に
臨
ん
で
自
分
は
何
を
考
え
る
か
と
思
っ
た
時
、「
俺

は
裏
切
者
だ
！
」
と
考
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
っ
て
か
ら
は
、「
何

と
も
言
い
よ
う
の
な
い
か
っ
た
る
さ
」
に
見
舞
わ
れ
、
や
が
て
「
全
て
面
倒
く

さ
」
く
な
り
、「
生
き
て
い
る
こ
と
へ
の
面
倒
く
さ
さ
」
に
も
襲
わ
れ
て
、
遂

に
睡
眠
薬
自
殺
を
決
意
す
る
。
佐
野
は
語
っ
て
い
る
、「
結
局
死
に
臨
ん
で
思

い
起
こ
す
こ
と
が
、
過
去
の
裏
切
り
な
の
だ
と
し
た
ら
、
今
の
生
活
は
一
体
何

だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
で
す
が
、
実
の
所
、
ぼ
く
の
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
も

の
は
、
そ
う
い
う
論
理
よ
り
も
、
も
っ
と
理
屈
を
抜
き
に
し
た
、
生
き
る
こ
と

へ
の
面
倒
く
さ
さ
で
し
た
」、
と
。

以
上
が
佐
野
の
手
紙
の
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
手
紙
か
ら
私
た
ち
は
あ
る
種

の
戦
後
青
年
に
あ
っ
た
典
型
的
な
思
想
を
、
あ
る
い
は
思
想
と
ま
で
は
言
え
な

い
に
し
て
も
あ
る
種
の
心
性
を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
し
か

に
、
佐
野
は
リ
ー
ダ
ー
で
あ
り
激
し
く
ア
ジ
っ
て
も
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
死
者

二
名
、
負
傷
者
二
千
名
以
上
を
出
し
た
メ
ー
デ
ー
事
件
の
衝
突
の
現
場
か
ら
逃

亡
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
自
ら
を
「
裏
切
者
」
と
い
う
ふ
う
に
思
い
込
ん
だ
の

は
わ
か
ら
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
暴
力
に
直
面
し
て
恐
怖
を
感
じ
る
の
は
自

然
な
こ
と
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
砂
川
基
地
反
対
闘
争
や
六
○
年
安
保
闘

争
を
闘
っ
た
学
生
た
ち
の
手
記
を
編
集
し
た
『
全
学
連
学
生
の
手
記
　
装
甲
車

と
青
春
』（
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
○
・
九
）
に
も
、
あ
る
学
生
は
、
ど
う
し

て
自
分
た
ち
は
激
し
く
警
官
隊
と
ぶ
つ
か
る
の
か
と
問
い
、「
誰
も
喜
ん
で
ぶ

つ
か
り
は
し
な
い
。
率
直
に
い
っ
て
、
私
は
こ
わ
い
」
と
語
っ
て
い
る
し
、
ま

た
別
の
学
生
は
、「
信
念
と
か
理
論
武
装
と
い
う
も
の
が
、
決
定
的
瞬
間
に
な

っ
て
も
、
私
に
日
常
感
覚
を
超
越
し
た
行
動
を
命
じ
、
躊
躇
や
恐
怖
や
人
間
の

自
己
保
存
的
な
本
能
を
ふ
り
き
っ
て
行
為
に
走
ら
せ
う
る
だ
ろ
う
か
」
と
自
ら

に
問
い
か
け
、「
確
信
を
も
っ
て
肯
定
の
意
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
気
が

す
る
」
と
語
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
手
記
を
書
い
た
学
生
た
ち
は
、
筋
金
入
り
の
学
生
活
動
家
と
言
っ

て
い
い
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
彼
ら
で
さ
え
「
こ
わ
い
」
と
語
り
「
恐
怖
」
が

あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
記
の
学
生
活
動
家
た
ち
は
正
直
で
あ
る
と

も
言
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
有
り
得
べ
き
理
想
的
な
革
命
家
な
ら
ば
、
恐
怖
を
持

た
な
い
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
持
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
表
に
は
出
さ
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
佐
野
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
革
命
家
で
な
け

れ
ば
革
命
運
動
に
携
わ
る
者
と
し
て
失
格
で
あ
る
と
思
う
の
は
、
少
々
異
常
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
佐
野
一
人
の
問
題
で
は
な
く
、
デ
モ
の
衝
突
の
現
場

か
ら
一
度
逃
げ
た
く
ら
い
で
自
ら
を
す
ぐ
「
裏
切
者
」
だ
と
思
う
、
佐
野
の
よ

う
な
心
理
反
応
を
生
む
土
壌
が
、
日
本
の
革
命
運
動
あ
る
い
は
反
体
制
運
動
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
極
め
て
リ
ゴ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
且
つ
狭
量
な

運
動
観
、
あ
る
い
は
活
動
家
像
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
政
治
闘
争
に
お
け
る
暴
力
を
忌
み
嫌
い
、
革
命
思
想
を
堅
持
し

つ
つ
も
、
徹
底
的
な
反
暴
力
論
者
と
し
て
自
己
を
形
成
し
て
い
く
と
い
う
方
向
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を
模
索
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
は
ず
だ
が
、
佐
野
は
そ
の
可
能
性
す
ら
考
え
よ

う
と
も
し
な
い
。
佐
野
は
、
た
と
え
暴
力
を
前
に
し
て
も
、
言
わ
ば
一
か
ら
十

ま
で
非
転
向
を
貫
か
な
い
な
ら
ば
革
命
家
と
し
て
失
格
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え

ら
れ
て
い
た
、
戦
前
型
の
革
命
家
像
か
ら
一
歩
も
抜
け
出
て
い
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
革
命
家
理
念
は
本
人
が
革
命
家
と
し
て
の
自
己
を
律
す
る
、
自
分
だ

け
の
た
め
の
モ
ラ
ル
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
佐
野
の
よ
う
な
悲
劇
を
生
む
と
し
て

も
、
単
に
窮
屈
な
格
率
（
カ
ン
ト
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
済
む
が
、
も
し
も

こ
れ
を
仲
間
の
活
動
家
た
ち
に
も
強
要
す
る
よ
う
に
な
る
な
ら
ば
、
粛
清
な
ど

の
恐
ろ
し
い
問
題
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
も
こ
の
後
、
日
本
の
反
体

制
運
動
の
中
で
こ
の
問
題
が
起
こ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
連
合
赤
軍
事
件
で

は
、
そ
の
強
要
は
活
動
家
た
ち
が
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
共
産
主
義

化
〉
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
悲
劇
的
な
結
末
は
多
く
の
人
に
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
か
ら
は
、
い
ま

だ
共
産
党
の
前
衛
党
神
話
が
先
進
的
な
青
年
た
ち
の
間
で
健
在
だ
っ
た
時
期
の

物
語
で
あ
っ
た
た
め
に
、
や
む
を
得
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
反

体
制
運
動
に
携
わ
る
者
た
ち
の
心
性
が
戦
前
の
あ
り
方
か
ら
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
反
体
制
運
動
は
、
戦
前
昭
和
に
お
い

て
、
弾
圧
や
転
向
さ
ら
に
は
リ
ン
チ
事
件
な
ど
を
経
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ

ら
負
の
遺
産
は
け
っ
し
て
プ
ラ
ス
の
方
へ
と
転
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
戦
後

に
そ
の
ま
ま
持
ち
越
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、『
さ
れ

ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
は
戦
前
昭
和
の
転
向
小
説
の
一
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
よ

う
に
さ
え
思
わ
れ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
古
い
心
性
あ
る
い
は
感
性
が
戦
後
の
先

進
的
な
青
年
た
ち
を
縛
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々

│
』
か
ら
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』

に
は
そ
の
こ
と
に
止
ま
ら
な
い
問
題
も
語
ら
れ
て
い
る
。

二

佐
野
が
至
り
つ
い
た
最
後
の
心
境
と
い
う
の
は
、「
面
倒
く
さ
さ
」
で
あ
っ

た
が
、
広
い
観
点
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
生
の
無
意
味
さ
の
認
識
か
ら
来
る
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
佐
野
の
場
合
に
は
言
わ
ば
生
き
る
こ
と
一

般
の
無
意
味
さ
と
い
う
よ
り
も
、「
裏
切
り
」
の
過
去
を
持
つ
よ
う
な
自
分
の

人
生
に
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
ふ
う
に
、
生
の
無
意
味
さ
は
「
裏
切

り
」
の
問
題
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、「
裏
切
り
」
は
き

っ
か
け
に
過
ぎ
ず
、「
裏
切
り
」
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
、
佐
野
は
そ
の
無
意
味

さ
の
認
識
に
至
り
つ
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
副
社
長
の
癌
の
話

題
か
ら
死
の
問
題
を
真
正
面
に
据
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
こ
そ
、
生
の
無
意

味
さ
に
思
い
至
り
、
そ
の
認
識
か
ら
来
る
倦
怠
の
心
理
状
態
に
捉
わ
れ
た
と
言

え
る
か
ら
で
あ
る
。
生
き
て
い
く
こ
と
は
根
本
的
に
無
意
味
で
あ
る
│
│
『
さ

れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
の
基
底
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
テ
ー
マ
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
テ
ー
マ
を
通
奏
低
音
の
よ
う
に
奏
で
て
い
る
の
が
、
語
り

手
の
大
橋
文
夫
で
あ
る
。
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小
説
の
冒
頭
で
文
夫
は
自
分
が
古
本
屋
に
立
ち
寄
る
こ
と
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
。「
そ
れ
は
無
意
味
な
時
間
潰
し
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち
の

す
る
こ
と
で
、
何
か
時
間
潰
し
以
外
の
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
」、
と
。
も
っ

と
も
、
文
夫
は
高
校
時
代
に
受
験
勉
強
に
精
を
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
は
、「
目
の
前
に
目
標
が
あ
り
、
そ
の
要
求
に
あ
わ
せ
て
自
分
の
頭
脳
を

訓
練
す
る
こ
と
」、「
自
分
の
若
い
頭
脳
が
、
機
械
の
よ
う
に
正
確
に
動
作
す
る

そ
の
こ
と
を
楽
し
ん
だ
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
文
夫
自
身
も
「
き
ざ
に

聞
こ
え
よ
う
か
」
と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
た
し
か
に
こ
れ
は
優
等
生
特
有
の

生
意
気
で
厭
味
な
述
懐
と
も
言
え
な
く
は
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
や
は
り

注
意
さ
れ
る
の
は
、
目
的
（
合
格
）
を
果
し
た
途
端
、
た
し
か
に
「
月
並
み
な

喜
び
」
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
「
あ
の
確
か
な
世
界
は
終
り
、

そ
こ
に
は
不
確
か
な
、
茫
漠
と
し
た
世
界
が
拡
が
っ
て
い
た
」
と
文
夫
が
語
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
実
感
に
偽
り
は
な
い
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

そ
の
後
、
文
夫
は
何
人
か
の
女
の
子
と
恋
愛
の
関
係
や
、
あ
る
い
は
情
事
と

呼
ぶ
べ
き
関
係
を
持
つ
。
そ
こ
に
は
「
激
し
い
感
情
の
や
り
と
り
」
も
あ
っ
た

が
、「
し
か
し
、
そ
の
激
し
さ
は
、
空
虚
を
支
え
は
し
な
か
っ
た
」
と
文
夫
は

語
る
。
や
が
て
文
夫
は
大
学
二
年
の
時
に
優
子
と
い
う
女
性
と
、
恋
愛
感
情
が

あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
に
、
関
係
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
妊
娠
し
た

優
子
は
堕
胎
し
た
後
、
自
殺
す
る
が
、
優
子
か
ら
の
速
達
の
遺
書
を
読
ん
だ
文

夫
は
、
意
外
に
も
「
期
待
で
ふ
る
え
た
」
の
で
あ
る
。
普
通
な
ら
「
期
待
」

云
々
は
あ
り
え
な
い
こ
と
だ
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
ニ
ル
ア
ド
ミ
ラ
リ
の

状
態
に
沈
ん
で
い
た
文
夫
に
と
っ
て
、
情
事
の
相
手
の
自
殺
は
そ
れ
ら
を
吹
き

飛
ば
す
も
の
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
文
夫
は
語
っ

て
い
る
、「
私
は
、
私
の
心
が
激
し
い
悔
恨
と
自
己
嫌
悪
と
罪
の
意
識
に
充
た

さ
れ
、
そ
れ
と
の
闘
い
に
私
の
全
力
が
消
耗
し
つ
く
す
輝
か
し
い
栄
光
の
日
々

の
復
活
を
予
感
し
た
」、
と
。

し
か
し
な
が
ら
、「
悔
恨
」
も
「
自
己
嫌
悪
」
も
遂
に
や
っ
て
く
る
こ
と
は

な
く
、「
自
分
の
空
虚
さ
は
一
時
的
、
状
況
的
な
も
の
で
は
な
く
、
自
分
と
空

虚
は
同
義
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
」
と
文
夫
は
思
う
。
文
夫
の
空
虚
は
言
わ
ば

板
に
付
い
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
佐
野
の
自
殺
に
触

れ
て
、「
人
間
が
生
き
て
す
る
仕
事
に
意
味
が
な
い
と
思
う
の
は
、
お
か
し
い

わ
」
と
語
る
婚
約
者
の
節
子
に
対
し
て
、「
そ
れ
は
あ
る
か
も
知
れ
な
い
（
略)

。

だ
が
、
ぼ
く
に
は
な
い
ん
だ
」
と
語
り
、「
何
故
」
と
問
う
節
子
に
、「
ぼ
く
が

そ
う
だ
か
ら
」
と
答
え
る
の
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
文
夫
に
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
の
主
人
公
ム
ル
ソ

ー
と
同
種
の
人
間
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
ム
ル
ソ
ー
は
母
の
死
の
翌
日
に
女
の
子
と
海
水
浴
を
し
、
喜
劇
映

画
を
見
て
笑
い
こ
ろ
げ
る
よ
う
な
青
年
で
あ
り
、
結
局
、
海
浜
で
友
人
と
ト
ラ

ブ
ル
を
起
こ
し
て
い
た
ア
ラ
ビ
ア
人
を
射
殺
す
る
の
だ
が
、
な
ぜ
殺
し
た
か
と

裁
判
官
に
問
わ
れ
て
、「
太
陽
の
せ
い
」
だ
と
答
え
る
。
と
い
っ
て
、
ム
ル
ソ

ー
は
心
が
冷
た
い
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ム
ル
ソ
ー
は
、
通
常
の
倫

理
や
心
理
さ
ら
に
は
価
値
感
情
か
ら
逸
脱
し
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
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る
。
も
っ
と
も
、
ム
ル
ソ
ー
の
場
合
は
ニ
ル
ア
ド
ミ
ラ
リ
と
は
異
な
っ
て
お

り
、
ま
た
ム
ル
ソ
ー
は
自
分
の
精
神
、
心
理
状
態
に
自
足
し
て
も
い
る
。
他

方
、
文
夫
の
場
合
は
自
分
の
「
空
虚
さ
」
に
必
ず
し
も
自
足
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
不
快
に
さ
え
思
っ
て
も
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
点
が

ム
ル
ソ
ー
と
文
夫
と
の
相
違
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
と
も
に
生
の
無
意
味
さ
、

あ
る
い
は
生
の
不
条
理
性
の
認
識
も
し
く
は
感
覚
が
根
底
に
あ
る
と
こ
ろ
は
共

通
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
文
夫
は
犯
罪
を
起
こ
す
に
は
優
等
生
過
ぎ
る
ム

ル
ソ
ー
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
生
の
無
意
味
さ
の
認
識
か

ら
「
か
っ
た
る
さ
」
の
心
理
に
陥
り
、
挙
句
の
果
て
に
自
殺
し
た
佐
野
と
も
違

っ
て
い
て
、
文
夫
は
そ
の
「
か
っ
た
る
さ
」
を
手
な
ず
け
て
飼
い
慣
ら
し
て
い

た
と
言
え
よ
う
か
。

こ
の
生
の
無
意
味
さ
の
感
覚
が
小
説
の
前
面
に
出
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
が
、

『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
が
戦
後
の
時
代
性
と
い
う
も
の
を
よ
く
表
わ
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
小
説
は
、
革
命
運
動
の
問
題
と
生
の
無
意
味

さ
の
問
題
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
青
春
群
像
に
う
ま
く
点
轍
し
て
、
静
か
で
沈
ん

だ
語
り
口
で
物
語
ら
れ
た
小
説
で
あ
っ
た
。
中
村
光
夫
が
芥
川
賞
の
選
評
で
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
挿
入
さ
れ
た
手
紙
の
文
体
が
ど
れ
も
同
じ
文
体
だ
っ
た
り

す
る
問
題
も
あ
る
が
、
小
説
の
ほ
ぼ
全
体
が
生
の
無
意
味
さ
か
ら
来
る
「
か
っ

た
る
さ
」
の
色
調
で
蔽
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
文
体
の
問
題
は
大
目

に
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
が
、
秋
山
駿
の
言
う
よ
う
に
、

た
し
か
に
『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
は
「
六
○
年
安
保
闘
争
の
敗
北
後
の

青
年
達
の
心
情
に
合
致
し
て
い
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
い
。『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
に
は
肯
定
的
で
前
向
き
な
メ
ッ
セ
ー

ジ
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
方
に
作
者
は

力
点
を
置
こ
う
と
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
節
子
の
生
き
方
か
ら

見
ら
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。

節
子
も
学
生
時
代
に
革
命
運
動
と
関
わ
り
を
持
ち
、
ま
た
六
全
協
に
対
し
て

は
党
の
無
謬
性
が
崩
れ
て
行
っ
た
時
、
同
時
に
「
理
性
を
あ
え
て
抑
え
て
も
党

の
無
謬
性
を
信
じ
よ
う
と
し
た
私
た
ち
の
自
我
」
も
崩
れ
て
行
く
体
験
を
持

つ
。
節
子
は
、
当
時
の
多
く
の
学
生
活
動
家
た
ち
と
ほ
ぼ
同
質
の
体
験
を
し
た

わ
け
で
あ
る
。
大
学
卒
業
後
の
節
子
は
、
商
事
会
社
に
勤
め
る
生
活
を
し
て
い

た
が
、
文
夫
と
婚
約
す
る
。
そ
れ
は
節
子
自
身
も
望
ん
だ
婚
約
で
あ
っ
た
。
し

か
し
節
子
は
、
小
説
の
終
わ
り
に
至
っ
て
、
生
の
無
意
味
さ
の
感
覚
か
ら
抜
け

出
さ
な
い
文
夫
と
の
婚
約
を
解
消
し
て
、
東
北
の
小
さ
な
町
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス

ク
ー
ル
で
英
語
教
師
に
な
ろ
う
と
一
人
旅
立
つ
の
で
あ
る
。
旅
立
つ
前
に
、
節

子
は
自
分
が
文
夫
か
ら
離
れ
て
い
く
の
は
、「
た
だ
あ
な
た
に
会
う
た
め
な
の

で
す
」
と
い
う
言
葉
の
あ
る
手
紙
を
文
夫
に
送
る
。
そ
の
手
紙
で
節
子
は
、
こ

れ
か
ら
の
生
き
方
を
「
過
去
の
規
制
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
過
去
の
否
定
の
上

に
つ
く
り
変
え
よ
う
と
試
み
て
、
何
故
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
」、「
私
た
ち
に

と
っ
て
何
よ
り
大
切
だ
っ
た
の
は
、
私
た
ち
の
生
活
で
あ
り
、
そ
の
中
に
何
ら

か
の
意
味
を
見
出
す
、
見
出
せ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
つ
く
り
出
す
努
力
だ
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
語
っ
て
い
る
。
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節
子
の
こ
の
生
き
方
は
、
サ
ル
ト
ル
的
な
実
存
主
義
で
言
え
ば
、
一
種
の

〈
投
企
〉
と
言
え
よ
う
。
神
無
き
実
存
主
義
に
お
い
て
は
、
本
来
的
に
、
あ
る

い
は
先
験
的
に
言
っ
て
、
生
に
意
味
が
無
い
こ
と
は
、
自
明
の
事
柄
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
無
意
味
さ
に
蹲
っ
た
り
、
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心
情
の
中
に

閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
生
が
無
意
味
な
ら
ば
自
ら
の
生
き
方
に
よ
っ
て
意

味
を
作
り
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
が
、
神
無
き
実
存
主
義
の
思
想
で
あ
る
。

人
生
に
向
か
っ
て
自
ら
を
投
げ
企
て
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は

『
実
存
主
義
と
は
何
か
』（
伊
吹
武
彦
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
五
五
・
七
）
で
端

的
に
こ
う
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
生
は
先
験
的
に
意
味
を
も
た
な
い
」

に
せ
よ
、
ま
た
「
諸
君
が
生
き
る
以
前
に
お
い
て
人
生
は
無
で
あ
る
」
が
、「
し

か
し
人
生
に
意
味
を
与
え
る
の
は
諸
君
の
仕
事
で
あ
り
、
価
値
と
は
諸
君
の
選

ぶ
こ
の
意
味
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」、
と
。
節
子
は
言
わ
ば
向
日
性
的
で
且

つ
積
極
的
な
姿
勢
で
、
実
存
的
な
生
の
選
択
を
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
革
命
思
想
と
革
命
運
動
に
捉

わ
れ
た
青
春
の
問
題
や
、
し
か
し
な
が
ら
革
命
党
の
無
謬
性
の
神
話
を
も
は
や

信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
代
の
問
題
、
さ
ら
に
生
の
無
意
味
さ
の
感

覚
を
否
定
で
き
な
い
問
題
な
ど
、
つ
ま
り
戦
後
の
日
本
社
会
に
浮
上
し
て
き
た

こ
れ
ら
の
問
題
を
、『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
は
、
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い

物
語
の
中
に
う
ま
く
コ
ン
パ
ク
ト
に
纏
め
上
げ
た
小
説
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

だ
か
ら
、
人
々
の
、
と
く
に
若
い
世
代
の
内
奥
の
琴
線
に
触
れ
て
、
そ
の
後
も

長
く
読
み
継
が
れ
る
、
青
春
の
名
作
小
説
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
幾
つ
か
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
も
、
こ
の
小
説
に
は

あ
る
。
た
と
え
ば
、
文
夫
は
大
学
に
合
格
し
て
か
ら
、
あ
る
い
は
合
格
と
同
時

に
、
生
の
無
意
味
さ
に
直
面
し
た
の
で
あ
る
が
、
受
験
勉
強
を
し
た
高
校
時
代

に
そ
れ
に
直
面
し
て
も
よ
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
き
に
引
用
し
た
よ
う
に
、

文
夫
は
受
験
勉
強
に
つ
い
て
、「
目
の
前
に
目
標
が
あ
り
、
そ
の
要
求
に
あ
わ

せ
て
自
分
の
頭
脳
を
訓
練
す
る
こ
と
」
を
楽
し
ん
だ
と
語
っ
て
い
る
が
、
前
提

と
な
っ
て
い
る
「
目
標
」
そ
の
も
の
に
果
た
し
て
本
質
的
な
意
味
や
価
値
が
あ

る
の
か
と
、
受
験
生
の
時
に
何
故
問
わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
優
等
生
で
あ

る
こ
と
か
ら
得
ら
れ
る
、
受
験
戦
争
の
戦
利
品
（
合
格
）
だ
け
は
し
っ
か
り
と

獲
得
し
て
お
こ
う
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
生
の
無
意
味
さ
は
受
験
生
で
あ
ろ

う
と
大
学
生
で
あ
ろ
う
と
、
変
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
む
し
ろ
受
験
生
の

時
の
方
が
そ
の
問
題
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
と
も
関
連
す
る
が
、
も
う
一
つ
首
を
傾
げ
る
と
こ
ろ
は
、
節
子
の

〈
投
企
〉
に
つ
い
て
の
文
夫
の
反
応
で
あ
る
。
文
夫
は
、「
私
た
ち
は
お
そ
ら
く

老
い
や
す
い
世
代
な
の
だ
」
と
語
り
な
が
ら
も
、
し
か
し
な
が
ら
、「
節
子
は

ま
だ
老
い
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
こ
と
に
よ
っ
た
ら
、
節
子
は
私
た
ち
の

世
代
を
抜
け
出
る
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
世
代
が
節
子
を

持
っ
た
こ
と
を
「
誇
り
」
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
自
分
た
ち
が
本
当
に
老
い
た

時
に
後
の
若
い
世
代
に
、「
私
た
ち
の
中
に
も
、
時
代
の
困
難
か
ら
抜
け
出
し
、

新
し
い
生
活
へ
勇
敢
に
進
み
出
そ
う
と
し
た
人
が
い
た
」
と
語
ろ
う
、
と
思

う
。
そ
の
こ
と
で
若
い
世
代
を
勇
気
付
け
ら
れ
る
な
ら
、「
私
た
ち
の
生
に
も
、
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そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
た
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
も
文
夫
は
語
る
の
で

あ
る
。

お
そ
ら
く
、
小
説
の
こ
の
終
章
部
分
が
感
動
的
な
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
節

子
を
「
誇
り
」
と
考
え
る
の
は
い
い
と
し
て
も
、
節
子
に
〈
投
企
〉
す
る
生
き

方
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
と
言
え
る
文
夫
自
身
の
生
き
方
に
は
何
の
変
更
も
な
い

の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ど
う
も
文
夫
自
身
は
変
更

す
る
つ
も
り
は
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
自
ら
の
生
に
意
味
を
与
え
よ
う
と
す

る
〈
投
企
〉
は
、
も
っ
ぱ
ら
節
子
に
任
せ
て
お
い
て
、
文
夫
は
相
変
わ
ら
ず

「
自
分
と
空
虚
は
同
義
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
生
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
そ

う
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
夫
が
「
老
い
や
す
い
世
代
」
の
一
人
で
、
こ
れ

ま
で
の
生
き
方
を
変
更
す
る
に
は
す
で
に
老
い
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
わ
け
で

あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
言
い
逃
れ
で
あ
ろ
う
。「
老
い
や
す
い
世
代
」

と
い
う
言
葉
は
、『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
で
少
し
有
名
に
な
っ
た
よ
う

だ
が
、
こ
の
言
葉
は
〈
投
企
〉
し
な
い
こ
と
の
言
い
訳
で
は
な
い
か
。
文
夫
は

そ
れ
ま
で
の
自
分
の
生
あ
る
い
は
生
活
の
枠
組
か
ら
外
へ
出
よ
う
と
し
な
い
の

で
あ
る
。
何
故
な
の
か
。

三

宮
内
豊
は
『
筑
摩
現
代
文
学
大
系
89

小
田
実
・
柴
田
翔
集
』（
筑
摩
書
房
、

一
九
七
九
・
四)

の
解
説
「
人
と
文
学
」
の
中
で
、
柴
田
翔
の
主
人
公
た
ち
は

多
く
の
場
合
、「
踏
み
外
さ
な
い
ひ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
何
か
ら
「
踏

み
外
さ
な
い
」
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
宮
内
豊
は
必
ず
し
も
明
示
的

に
述
べ
て
い
な
い
が
、「
流
連
荒
亡
に
縁
の
な
い
ひ
と
た
ち
で
あ
る
」
と
も
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
凡
そ
の
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
同
解

説
で
宮
内
豊
が
柴
田
翔
の
主
人
公
た
ち
の
こ
と
を
「
エ
リ
ー
ト
」「
知
識
人

イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」

「
秀
才
」
な
ど
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
よ
う
に
、
比
較
的
上

層
の
選
ば
れ
た
階
層
の
人
生
か
ら
は
「
踏
み
外
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
し
か
に
そ
う
で
あ
っ
て
、
生
の
無
意
味
性
の
認
識
が
身
に
沁
み
て
い
る

は
ず
の
文
夫
は
、
す
で
に
引
用
し
た
よ
う
に
、「
自
分
の
空
虚
さ
は
一
時
的
、

状
況
的
な
も
の
で
は
な
い
」
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
『
異
邦
人
』
の

ム
ル
ソ
ー
の
よ
う
な
犯
罪
は
決
し
て
起
こ
さ
な
い
の
で
あ
る
。
文
夫
は
赴
任
予

定
の
大
学
の
語
学
教
師
と
し
て
安
定
し
た
生
活
を
送
り
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
、

「
自
分
と
空
虚
は
同
義
で
あ
る
」
と
呟
き
な
が
ら
も
。

お
そ
ら
く
柴
田
翔
の
小
説
を
愛
読
す
る
読
者
の
中
に
も
、
主
人
公
た
ち
の

「
踏
み
外
さ
な
い
」
こ
と
に
対
し
て
飽
き
足
ら
な
い
思
い
を
持
っ
て
い
る
人
も

い
る
と
考
え
ら
れ
、
も
し
限
界
と
い
う
こ
と
を
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
柴
田
文

学
の
限
界
が
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
ま
た
や
は
り
宮

内
豊
が
同
解
説
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
は
「
日
本
の
市
民
社
会
の

一
応
の
成
熟
」
と
も
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
柴
田
翔
の
小
説
は
、
市

民
と
い
う
よ
り
も
小
市
民
の
生
活
に
馴
染
ん
だ
、
戦
後
日
本
の
多
く
の
人
々
の

生
活
感
覚
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う

で
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
自
分
の
生
に
意
味
を
付
与
し
よ
う
と
〈
投
企
〉
す
る
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人
生
の
選
択
を
し
た
節
子
の
よ
う
な
人
物
を
造
形
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
評
価

し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
希
望
が
あ
り
、
読
者
へ

の
勇
気
付
け
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
以
後
の
柴
田
翔
の
小
説
も
、
大
き
く
見
れ

ば
、
基
本
的
に
「
踏
み
外
さ
な
い
」
人
た
ち
と
、
敢
え
て
踏
み
出
て
生
き
て
い

こ
う
と
す
る
人
た
ち
と
の
物
語
で
あ
る
と
言
え
る
。
次
に
幾
つ
か
の
小
説
に
つ

い
て
見
て
い
こ
う
。

『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
を
書
き
終
え
た
直
後
に
構
想
さ
れ
た
小
説
で

あ
っ
た
と
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」
で
柴
田
翔
が
述
べ
て
い
る
『
わ
れ
ら
戦
友
た

ち
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
三
・
一
一
）
は
、
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の

は
そ
の
ず
っ
と
後
に
な
っ
た
が
、
作
者
自
身
が
「
あ
と
が
き
」
で
解
説
し
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の
小
説
は
「
多
様
な
登
場
人
物
が
現
わ
れ
、
彼
ら
の
様
々
な
視

点
か
ら
世
界
が
見
ら
れ
」
た
小
説
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
で
さ

え
あ
る
と
言
え
る
。
保
守
派
で
シ
ニ
カ
ル
な
大
学
教
師
、
一
歩
間
違
え
ば
『
カ

ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』
で
イ
ヴ
ァ
ン
が
語
る
物
語
に
出
て
く
る
大
審
問
官
の
よ

う
な
人
物
に
さ
え
な
り
か
ね
な
い
学
生
運
動
の
活
動
家
、
あ
る
い
は
、
学
生
運

動
に
新
聞
の
資
金
を
提
供
す
る
代
り
に
そ
の
紙
面
に
ラ
ブ
ホ
テ
ル
の
広
告
を
掲

載
し
て
く
れ
と
言
う
怪
し
げ
な
実
業
家
、
ま
た
日
本
に
滞
在
中
の
ア
メ
リ
カ
人

女
性
、
さ
ら
に
は
シ
ニ
カ
ル
で
は
な
い
も
の
の
、『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』

の
大
橋
文
夫
の
よ
う
に
空
虚
感
と
と
も
に
生
き
て
い
る
大
学
助
手
な
ど
、
こ
の

小
説
に
は
多
く
の
人
物
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
で
異
質
な
の
が
三
木
公

子
と
い
う
女
子
学
生
で
あ
る
。
彼
女
も
学
生
運
動
に
関
わ
っ
て
い
る
が
、
彼
女

の
理
想
主
義
は
ひ
た
向
き
で
且
つ
健
全
、
素
直
な
の
で
あ
る
。

三
木
公
子
は
た
と
え
ば
、「
自
分
の
不
幸
に
よ
っ
て
ど
ん
な
に
心
を
む
し
ば

ま
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
人
に
は
絶
望
す
る
権
利
は
な
い
の
で
す
。
自
分
の
個
別

的
不
幸
に
よ
っ
て
世
界
全
体
を
絶
望
の
暗
色
で
塗
り
つ
ぶ
し
て
は
な
ら
な
い
の

で
す
」、
と
何
の
衒
い
気
も
な
く
語
る
。
そ
う
語
る
公
子
と
は
対
極
的
に
、「
俺

の
こ
の
一
週
間
、
一
ヶ
月
、
一
年
間
、
十
年
間
。
そ
の
無
意
味
さ
。
不
確
か

さ
」
を
思
い
、
ま
た
「
自
分
が
こ
の
年
月
、
何
を
な
し
、
何
を
生
き
て
き
た
か

を
ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
そ
う
し
た
自
己
制
御
が
彼
に
も
た
ら
し
て
く
れ
た
も

の
は
、
無
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
」、
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
大
学

助
手
の
鶴
木
康
吉
は
、
三
木
公
子
を
見
て
、「
公
子
の
生
活
も
ま
た
同
じ
生
の

無
意
味
さ
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
無
意
味
さ
の
中
か
ら
、
あ
ん
な
に
も
確

か
な
生
を
つ
く
り
出
し
た
」、
と
思
う
の
で
あ
る
。

鶴
木
康
吉
の
言
う
「
自
己
制
御
」
が
、
あ
の
「
踏
み
外
さ
な
い
」
あ
り
方
の

こ
と
だ
と
言
え
る
が
、
鶴
木
康
吉
が
『
さ
れ
ど
わ
れ
が
日
々
│
』
の
大
橋
文
夫

に
相
当
す
る
人
物
な
ら
ば
、〈
投
企
〉
を
し
た
節
子
に
近
い
人
物
が
三
木
公
子

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
彼
女
は
「
無
意
味
さ
の
中
か
ら
」
生
の
確
か
な
意
味
を

つ
く
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
人
物
な
の
で
あ
る
。
こ
の
三
木
公
子
の
生
き
方
、

あ
る
い
は
生
き
る
姿
勢
は
、
ア
メ
リ
カ
人
女
性
ジ
ェ
ー
ン
に
と
っ
て
も
生
き
て

い
く
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ジ
ェ
ー
ン
の
思
い
に
つ
い
て
語
り
手
は
こ

う
語
っ
て
い
る
。「
ジ
ェ
ー
ン
が
欲
し
た
の
は
、（
略
）
い
つ
自
分
が
こ
の
社
会

か
ら
滑
り
落
ち
る
か
と
い
う
不
安
に
縮
こ
ま
り
な
が
ら
、
な
け
な
し
の
毎
日
を
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な
し
く
ず
し
費
し
て
行
く
の
で
は
な
く
、
一
度
で
い
い
か
ら
、
生
き
る
と
い
う

こ
と
の
核
心
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
で
あ
っ
た
」、
と
。

『
わ
れ
ら
戦
友
た
ち
』
に
は
、
柴
田
翔
の
「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
も
と

も
と
は
こ
の
題
名
の
予
定
で
あ
っ
た
も
の
が
雑
誌
「
文
學
界
」
に
連
載
す
る
直

前
に
な
っ
て
、「
不
意
の
弱
気
」
の
せ
い
で
「
そ
し
て
い
つ
の
日
か
…
…
」
と

い
う
題
名
に
変
更
さ
れ
、
単
行
本
に
さ
れ
る
時
に
当
初
考
え
ら
れ
て
い
た
題
名

で
あ
る
「
わ
れ
ら
戦
友
た
ち
」
に
戻
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
柴
田
翔
自
身
は
、
当
初
案
を
変
更
し
た
理
由
を
、「
一
点
に
凝
縮
す
る
主

人
公
を
持
た
ず
に
」
一
年
以
上
の
雑
誌
連
載
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど

う
か
、「
自
信
が
無
く
な
っ
た
」
た
め
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

う
い
う
技
術
的
問
題
と
と
も
に
、
こ
の
題
名
変
更
の
経
緯
か
ら
は
、「
わ
れ
ら
」

は
不
確
か
で
無
意
味
さ
の
中
で
自
分
た
ち
は
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
「
戦

友
た
ち
」
で
あ
る
が
、
だ
が
「
い
つ
の
日
か
」、
生
の
意
味
を
自
ら
作
り
出
し
、

そ
し
て
人
生
を
生
き
て
い
く
「
戦
友
」
と
し
て
手
を
取
り
合
え
る
か
も
知
れ
な

い
、
と
い
う
よ
う
な
作
者
の
思
い
が
見
え
て
く
る
気
も
し
て
く
る
。

『
わ
れ
ら
戦
友
た
ち
』
で
肯
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
向
日
性
的
で
健

康
な
精
神
を
持
っ
て
い
る
女
性
の
三
木
公
子
で
あ
る
が
、「
生
き
る
と
い
う
こ

と
の
核
心
に
ぶ
つ
か
る
こ
と
」
を
真
摯
に
願
っ
て
い
る
ジ
ェ
ー
ン
も
、
や
が
て

は
自
由
な
〈
投
企
〉
を
試
み
て
生
き
て
い
く
か
も
知
れ
な
い
人
物
で
あ
る
。
柴

田
翔
は
、『
さ
れ
ど
わ
れ
が
日
々
│
』
の
節
子
に
せ
よ
、『
わ
れ
ら
戦
友
た
ち
』

の
公
子
や
ジ
ェ
ー
ン
に
せ
よ
、
男
性
よ
り
も
女
性
に
期
待
を
か
け
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
『
立
ち
盡
す

明
日
』（
新
潮
社
、
一
九
七
一
・
四
）
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。

『
立
ち
盡
す
明
日
』
の
主
人
公
は
信
託
銀
行
に
勤
め
る
佐
室
孝
策
で
あ
る
。

彼
は
海
外
調
査
室
で
の
地
味
な
仕
事
に
も
「
ひ
そ
か
な
誇
り
」
を
持
ち
、
家
庭

に
お
い
て
も
妻
と
一
人
子
と
安
定
し
た
穏
や
か
な
生
活
を
営
ん
で
い
た
が
、
そ

こ
に
妻
の
従
妹
の
由
紀
子
が
あ
る
事
情
か
ら
同
居
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
同

居
は
、
年
下
の
若
い
由
紀
子
と
仲
の
良
か
っ
た
妻
の
方
が
積
極
的
で
あ
り
、
孝

策
は
し
ぶ
し
ぶ
同
意
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
あ
る
出
来
事
を
き
っ
か

け
に
由
紀
子
と
孝
策
と
の
間
に
恋
愛
感
情
が
芽
生
え
る
。
そ
の
こ
と
を
察
知
し

た
妻
も
、
か
つ
て
一
度
だ
け
接
吻
し
た
こ
と
の
あ
る
男
性
に
会
い
に
行
く
。
し

か
し
、
結
局
、
由
紀
子
は
孝
策
の
家
を
出
て
行
き
、
孝
策
と
妻
と
の
生
活
は
元

通
り
の
安
定
し
た
状
態
に
戻
っ
て
い
き
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
小
説
に
お
い
て
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
女
性
の
由
紀
子
で
あ
り
、
由
紀

子
の
選
択
し
た
生
き
方
で
あ
る
。
彼
女
は
手
紙
を
残
し
て
孝
策
の
家
を
出
て
行

く
の
だ
が
、
そ
の
手
紙
に
は
、
自
分
が
「
父
の
庇
護
の
下
に
育
っ
て
」
き
た
こ

と
、
噂
の
あ
っ
た
高
校
の
恩
師
と
の
関
係
も
、「
父
の
代
理
」
と
な
る
人
へ
の
接

近
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
孝
策
へ
の
思
い
も
そ
れ
で
あ
っ
て
、
自
分
は
「
自
由

に
な
り
た
か
っ
た
」
が
、「
自
由
に
な
る
の
は
、
同
時
に
ま
た
、
怖
い
こ
と
で

も
」
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
由
紀
子
は
、
こ
れ
か
ら
は
「
自

活
し
て
行
き
た
い
」
と
語
り
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
お
前
な
ど
に
出
来
る
も
の

か
と
言
わ
れ
る
こ
と
は
知
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
出
来
な
い
と
判
っ
て
い
る
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こ
と
を
自
分
に
課
す
る
こ
と
も
、
自
分
の
自
由
に
達
す
る
道
で
し
ょ
う
」、
と
。

そ
れ
で
は
孝
作
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
言
え
ば
、
小
説
の
最
初
の
方
で
、「
彼

は
普
通
に
就
職
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
に
外
側
か
ら
の
枠
を
与
え
る
こ
と
を

の
ぞ
ん
だ
。
そ
う
し
た
枠
な
し
に
生
き
て
行
く
だ
け
の
自
信
が
、
彼
に
は
な
か

っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
「
枠
」
か
ら
、
小
説
の
終
わ
り
に
至
っ
て

も
遂
に
出
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
孝
策
は
、
宮
内
豊
が
指
摘
し
て

い
る
「
踏
み
外
さ
な
い
ひ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
孝
策
の
あ
り
方
に
歯
痒
さ
を
感

じ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、「
自
分
の
自
由
に
達
す
る
道
」
を
歩
い
て
行
こ
う

と
す
る
由
紀
子
に
は
、
実
存
的
な
〈
投
企
〉
を
試
み
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら

れ
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
救
い
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
柴
田
翔
の
小
説
に
登
場
す
る
人
物
の
中
で
は
、
自
分
た
ち
を

縛
っ
て
い
る
「
枠
」
か
ら
積
極
的
に
出
て
行
こ
う
と
す
る
の
は
女
性
た
ち
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
男
性
た
ち
は
「
枠
」
の
中
で
の
生
活
に
閉
じ
こ
も
ろ
う

と
す
る
。
節
子
と
文
夫
に
見
ら
れ
る
対
比
の
構
図
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
出
て
行
こ
う
と
す
る
、
と
い
う
よ
り
も
「
踏
み
外
」
し
た
男
性

も
い
な
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
、『
鳥
の
影
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
・
一

一
）
に
収
め
ら
れ
た
「
鳥
の
影
」
な
ど
の
短
編
小
説
の
男
性
た
ち
で
あ
る
。「
鳥

の
影
」
の
主
人
公
の
男
性
は
大
企
業
の
エ
リ
ー
ト
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
が
、
高
校

時
代
の
旧
師
の
葬
儀
に
参
列
し
、
昔
の
同
級
生
と
再
会
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け

と
な
っ
て
、
遂
に
少
女
連
れ
込
み
事
件
の
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
、
拘
置
所

の
三
階
の
窓
か
ら
飛
び
降
り
て
、
不
運
に
も
走
っ
て
き
た
車
に
轢
き
殺
さ
れ

る
。
主
人
公
は
〈
投
企
〉
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
レ
ー
ル

か
ら
単
に
脱
線
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
悲
劇
的
な
結
末
を
迎

え
た
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
る
。
ま
た
、
同
書
所
収
の
「
彼
方
の
声
」
の
主
人
公

の
男
性
に
と
っ
て
、「
踏
み
外
」
す
こ
と
は
「
彼
方
」
の
世
界
に
足
を
踏
み
入

れ
る
こ
と
で
あ
り
、「
彼
方
」
と
は
、
こ
の
世
な
ら
ぬ
世
界
や
狂
気
の
世
界
の

よ
う
に
見
え
る
。
結
局
、
彼
は
「
今
の
仕
事
を
続
け
よ
う
。
そ
し
て
今
の
生
活

を
守
ろ
う
」
と
思
う
。
と
い
っ
て
、
で
は
今
の
生
活
に
不
安
や
言
わ
ば
疎
外
感

が
無
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
彼
は
「
彼

方
の
声
」
に
誘
わ
れ
て
「
踏
み
外
」
し
て
は
危
険
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
自
由
に
向
か
っ
て
の
主
体
的
な
〈
投
企
〉
を
果
敢

に
試
み
る
女
性
た
ち
に
対
し
て
、
男
性
た
ち
の
「
踏
み
外
」
し
は
、
単
に
人
生

の
転
落
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
終
わ
る
の
が
、
柴
田
翔
の
小
説
世
界
で
あ
る

と
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
多
く
の
男
性
は
決
し
て
「
踏

み
外
さ
な
い
」
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
柴
田
翔
が
〈
投
企
〉
す
る
女
性
に
期
待

し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、〈
投
企
〉
の
決
意
は
抽
象
的
に
語
ら

れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
う
い
う
人
生
と
し
て
展
開
し
て
い

く
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
初
期
の
柴
田
翔
は
語
ら
な
か
っ
た
。
ニ
ヒ

ル
な
倦
怠
の
中
で
の
生
と
、
そ
れ
か
ら
出
て
行
こ
う
と
し
て
〈
投
企
〉
す
る
人

生
を
生
き
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
抽
象
的
な
決
意
表
明
で
終
わ
る
し
か

な
か
っ
た
小
説
世
界
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
中
年
期
に
入
っ
た
柴
田
翔
は
、
そ

の
よ
う
な
小
説
世
界
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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四

『
ノ
ン
ち
ゃ
ん
の
冒
険
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
・
五
）
は
、
ノ
ン
ち
ゃ
ん

と
い
う
二
十
歳
過
ぎ
の
女
の
子
を
主
人
公
に
し
て
彼
女
を
め
ぐ
る
人
々
の
話
で

あ
る
。
こ
の
小
説
に
は
、
た
と
え
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
掻
い
潜
ら
ざ
る
を
得
な
い
に

し
て
も
、
人
は
人
生
に
対
し
て
肯
定
的
で
積
極
的
な
姿
勢
で
生
き
て
行
く
べ
き

で
あ
る
と
い
う
、
期
待
と
希
望
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
年
金
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
る
四
十
近
い
人
物
に
よ
る
メ
ッ
セ
ー

ジ
で
あ
る
。
彼
は
、
大
企
業
の
エ
リ
ー
ト
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っ
た
が
、
比
較
的

若
い
時
に
会
社
を
辞
め
て
、
親
の
遺
産
で
マ
ン
シ
ョ
ン
の
中
の
二
軒
を
買
い
、

そ
れ
を
人
に
貸
し
て
そ
の
家
賃
に
よ
っ
て
裕
福
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
こ
そ
こ

困
ら
な
い
生
活
を
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
年
金
さ
ん
は
思
う
、「
人
類
の
全

歴
史
は
す
べ
て
、
生
の
空
虚
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
健
気
に
生
き
て
き
た
人
間
た

ち
の
個
人
史
の
集
積
な
の
だ
」、「
生
き
よ
。
あ
ら
ゆ
る
悪
、
あ
ら
ゆ
る
疑
惑
、

あ
ら
ゆ
る
絶
望
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
生
命
は
未
来
に
向
っ
て
生
き
よ
。
そ
れ
以

外
、
生
き
て
い
る
人
間
に
何
が
言
い
う
る
の
か
」、
と
。
年
金
さ
ん
は
、
未
婚

の
ま
ま
妊
娠
し
た
ノ
ン
ち
ゃ
ん
が
堕
胎
を
止
ま
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
時
も
、
悪

い
環
境
の
中
で
も
芽
生
え
た
生
命
が
生
き
続
け
て
い
く
こ
と
を
阻
む
権
利
は
誰

に
も
無
い
と
し
て
、
生
き
て
い
く
こ
と
は
「
空
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は

私
た
ち
現
在
に
生
き
て
い
る
も
の
が
持
ち
う
る
唯
ひ
と
つ
の
正
当
な
希
望
な
の

だ
」
と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
大
学
教
員
を
辞
め
た
、
仙
人
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
る
人
物
は
、
ア
ジ

ア
大
陸
の
あ
る
国
へ
行
脚
の
旅
に
出
る
の
だ
が
、
年
金
さ
ん
へ
の
手
紙
の
中
で

「
絶
望
は
い
い
。
だ
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
悪
徳
だ
」
と
述
べ
、
最
後
に
年
金
さ

ん
に
会
っ
た
時
に
は
、「
生
き
て
行
く
こ
と
は
恐
ろ
し
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
生
き
て
行
く
こ
と
は
尊
い
。
み
ん
な
生
き
続
け
て
く
れ
。
そ
れ

が
ぼ
く
の
心
か
ら
の
願
い
だ
」、
と
語
っ
た
の
で
あ
る
。
仙
人
さ
ん
の
こ
れ
ら

の
言
葉
、
と
く
に
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
悪
徳
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、『
さ
れ
ど
わ

れ
ら
が
日
々
│
』
の
文
夫
に
聞
か
せ
て
や
り
た
い
言
葉
で
あ
る
が
、
仙
人
さ
ん

や
年
金
さ
ん
た
ち
が
語
る
人
生
観
、
あ
る
い
は
、
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う

生
き
る
姿
勢
を
、
言
わ
ば
即
自
的
に
体
現
し
て
い
る
の
が
ノ
ン
ち
ゃ
ん
で
あ
る
。

ノ
ン
ち
ゃ
ん
は
、「
人
生
は
今
す
ぐ
全
部
と
い
う
訳
に
は
行
か
な
い
も
の
だ
」

と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
「
今
す
ぐ
全

部
」
と
い
う
性
急
な
指
向
が
、
反
転
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
生
む
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
希
望
が
「
今
す
ぐ
全
部
」
実
現
す
る
こ
と
な
ど
あ
り
え

な
い
が
、
往
々
に
し
て
人
は
「
今
す
ぐ
全
部
」
を
性
急
に
求
め
、
そ
れ
が
叶
え

ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
り
、
人
生
は
空
し
い
と
呟
く
。
柴
田
翔

は
、『
ゲ
ー
テ
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
む
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
・
四
）
の

中
で
、
や
は
り
か
つ
て
は
「
今
す
ぐ
全
部
」
を
求
め
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
を
例
に
挙

げ
な
が
ら
、
人
々
も
た
と
え
ば
革
命
予
兆
期
な
ど
に
は
悪
い
旧
秩
序
さ
え
倒
れ

れ
ば
「
今
す
ぐ
全
部
」
を
満
足
さ
せ
る
新
秩
序
が
来
る
よ
う
に
思
い
が
ち
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
夢
想
で
あ
っ
た
こ
と
を
や
が
て
気
づ
く
よ
う
に
な
る
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と
述
べ
、「
そ
れ
を
自
覚
し
た
時
、
時
代
は
壮
年
期
に
入
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
」

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
柴
田
翔
自
身
に
も
言
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
柴
田
翔
も
壮
年
期
に
入
っ
て
、
か
つ
て
は
「
今
す
ぐ
全
部
」
の
反

転
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
た
状
態
│
│
『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々

│
』
の
文
夫
は
、
そ
こ
か
ら
造
形
さ
れ
た
人
物
と
言
え
る
│
│
か
ら
抜
け
出
し

始
め
た
、
少
な
く
と
も
抜
け
出
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
や
は
り
成
熟
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
前
述
し

た
よ
う
に
、『
さ
れ
ど
わ
れ
ら
が
日
々
│
』
の
節
子
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
超
え
出
て
い
こ
う
と
す
る
人
物
が
い
た
。
だ
が
、
そ

れ
は
〈
超
え
出
る
の
だ
〉
と
い
う
、
抽
象
的
な
決
意
表
明
だ
け
に
終
わ
っ
て
い

た
。
生
き
て
い
く
こ
と
の
具
体
的
で
様
々
な
あ
り
方
を
、
そ
の
ま
ま
肯
定
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
『
ノ
ン
ち
ゃ
ん
の
冒
険
』
で
は
、
そ

の
こ
と
が
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
不
完
全
な
生
で

あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
と
え

不
完
全
な
ま
ま
で
あ
っ
て
も
、
決
し
て
否
定
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

ま
た
、『
ゲ
ー
テ
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
む
』
に
は
、
遂
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
が

「
い
さ
お
し

、
、
、
、

な
し
に
救
済
」（
傍
点
・
引
用
者
）
さ
れ
た
こ
と
も
述
べ
ら
れ
、「
フ

ァ
ウ
ス
ト
の
救
済
は
、
人
間
の
尺
度
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
の
、
宇
宙
の
生
命
の

絶
対
的
肯
定
な
の
で
す
」
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
宇
宙
の
生
命
の
絶
対

的
肯
定
」
は
「
生
き
て
行
く
こ
と
は
尊
い
」
と
語
る
仙
人
さ
ん
の
言
葉
に
通
じ

て
い
よ
う
。
さ
ら
に
は
、
仙
人
さ
ん
も
「
い
さ
お
し

、
、
、
、

」（
同
）
に
つ
い
て
は
、

「
何
の
勲
い　　さ　　お　　しも
な
く
受
け
る
報
酬
」
と
い
う
ふ
う
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

柴
田
翔
が
五
七
歳
の
時
に
刊
行
さ
れ
た
『
突
然
に
シ
ー
リ
ア
ス
』（
筑
摩
書

房
、
一
九
九
二
・
二
）
の
ム
ム
は
ノ
ン
ち
ゃ
ん
系
譜
の
人
物
で
あ
る
が
、
や
は

り
注
意
さ
れ
る
の
は
、
す
で
に
初
老
の
域
に
入
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
元
映

画
女
優
の
ミ
ミ
が
、
か
つ
て
の
先
輩
男
優
の
堅
介
老
人
に
こ
う
端
的
に
語
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
人
生
を
後
悔
す
る
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
。

（
略
）
私
た
ち
の
人
生
は
、
各
々
そ
の
ま
ま
で
、
充
分
い
い
人
生
だ
っ
た
じ
ゃ

あ
り
ま
せ
ん
か
」、
と
。

も
ち
ろ
ん
、
不
完
全
な
人
生
を
、
そ
の
生
き
て
い
る
こ
と
自
体
を
肯
定
し
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
社
会
の
問
題
を
も
あ
る
が
ま
ま
に
容
認
し
よ
う
と
す
る
こ

と
で
は
な
い
。
堅
介
老
人
が
毎
朝
、
日
本
国
憲
法
の
前
文
を
大
き
な
声
で
朗
唱

し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
単
行
本
の
帯
に
、「
突
然
で
す
が
、
平
和
憲
法
を
守
り

ま
し
ょ
う
」
と
い
う
、
読
者
へ
の
著
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
書
か
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
現
在
の
日
本
社
会
に
対
す
る
柴
田
翔
の
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と

と
も
に
、
社
会
の
問
題
に
対
し
て
は
譲
る
こ
と
な
く
プ
ロ
テ
ス
ト
し
て
い
く
べ

き
で
あ
る
と
す
る
、
柴
田
翔
の
強
い
思
い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
は
決
し
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、「
今
す
ぐ
全
部
」
と
い
う
性
急
な
指
向
と
、
そ
の

反
転
と
し
て
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
か
ら
脱
却
し
て
、
不
完
全
な
人
生
を
肯
定
し
つ
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つ
、
生
き
て
行
く
こ
と
自
体
の
尊
さ
を
噛
み
締
め
な
が
ら
生
き
て
行
こ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
至
っ
た
柴
田
翔
の
小
説
世
界
の
歩
み
を
見
る
と
、
戦
後
青
春
の
成

熟
の
跡
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

―
あ
や
め
・
ひ
ろ
は
る
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
教
授
―
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