
一寸

L 

鼻

歪

み

の

第
一
章

「
鼻
」
の
構
造

芥
川
龍
之
介
の
短
篇
「
鼻
」
は
、
長
大
な
鼻
を
持
つ
主
人
公
、
禅
智
内
供
の
不
安
に
始
ま

り
、
安
心
に
終
る
物
語
で
あ
る
。
先
ず
、
初
め
に
、
内
供
の
不
安
は
、
次
の
よ
う
な
形
を
と
っ

て
現
れ
て
い
る
。

五
十
歳
を
越
え
た
内
供
は
、
沙
瑚
の
昔
か
ら
、
内
道
場
供
奉
の
職
に
堕
っ
た
今
日
ま
で
内

心
で
は
始
終
こ
の
鼻
を
苦
に
病
ん
で
来
た
。
(
中
略
)
内
供
は
日
常
の
談
話
の
中
に
、
鼻

と
云
ふ
語
が
出
て
来
る
の
を
何
よ
り
も
倶
れ
て
ゐ
た
。

こ
う
し
た
不
安
か
ら
逃
れ
る
為
に
、
内
供
は
程
々
の
工
夫
を
凝
ら
す
が
、
結
果
は
常
に
不
調

で
あ
り
、
よ
り
一
層
の
自
尊
心
の
殴
損
を
味
う
外
は
な
か
っ
た
。

処
が
、
こ
う
し
た
不
安
は
、
弟
子
の
僧
に
よ
っ
て
賀
さ
れ
た
治
療
法
に
よ
り
、
鼻
の
長
さ
が

短
縮
さ
れ
る
と
と
も
に
解
消
さ
れ
る
。
短
く
な
っ
た
鼻
を
眺
め
乍
ら
、
内
供
は
、
次
の
よ
う
に

怯
く
の
で
あ
る
。

か
う
な
れ
ば
、
も
う
誰
も
晒
ふ
も
の
は
な
い
の
に
ち
が
ひ
な
い
。

此
処
に
は
、
一
先
ず
、
安
心
と
呼
ん
で
も
よ
い
心
境
が
現
れ
て
い
る
。
だ
が
又
、
続
い
て
、

内
供
は
、
周
囲
の
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
に
傷
付
き
、
再
び
不
安
の
中
へ
と
突
き
蕗
と
さ
れ

て
し
ま
う
。
「
前
に
は
あ
の
や
う
に
つ
け
つ
け
と
は
慣
は
な
ん
だ
て
」
と
咳
き
乍
ら
。
そ
し

て
、
秋
の
落
葉
が
寺
内
の
庭
を
敷
き
つ
め
る
頃
、
以
前
通
り
の
長
い
鼻
を
回
復
し
た
内
供
は
、

そ
れ
と
と
も
に
安
心
を
回
復
し
、
次
の
よ
う
に
咳
く
の
で
あ
る
。

か
う
は
れ
ば
、
も
う
誰
も
明
ふ
も
の
は
な
い
の
に
ち
が
ひ
な
い
。

越

良

智

以
上
の
よ
う
に
、
「
鼻
」
の
物
語
は
、
そ
の
主
人
公
の
心
理
推
移
に
即
し
て
見
れ
ば
、
「
か

〔注
1
】

う
な
れ
ば
:
:
:
」
と
い
う
同
一
の
二
つ
の
言
葉
を
軸
と
し
て
、
不
安
か
ら
安
心
、
更
に
不
安
、

安
心
へ
と
三
転
す
る
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
把
握
の
後
に
、
論
者
は
、
ニ
つ
の
疑
問

に
就
い
て
、
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

先
ず
、
第
一
に
、
論
者
が
注
目
し
た
い
の
は
、
乙
れ
等
二
つ
の
「
か
う
な
れ
ば
:
:
:
」
と
い

う
述
懐
の
内
実
で
あ
る
。
乙
の
二
つ
の
一
言
葉
は
、
内
容
的
に
は
正
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
言
う

迄
も
な
く
、
前
者
に
於
け
る
「
か
う
な
れ
ば
」
は
、
品
の
短
く
な
っ
た
一
事
態
を
窓
味
し
、
後

者
の
そ
れ
は
、
逆
に
、
見
の
長
く
な
っ
た
事
態
を
示
し
て
い
る
。
乙
う
し
た
兵
休
的
内
容
の
相

違
は
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
の
時
々
の
内
供
の
安
心
を
語
る
も
の
と
し
て
は
共
通
し
て
い

る
。
し
か
し
、
又
、
そ
の
安
心
の
度
合
や
質
は
、
乙
の
表
現
上
の
類
似
が
示
す
よ
う
に
、
同
一

の
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

若
し
、
仮
に
、
乙
の
二
つ
の
安
心
が
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
常
に
他
者
の
思
惑

を
基
準
に
し
て
揺
れ
動
く
内
供
は
、
乙
の
先
、
又
、
鼻
の
長
さ
を
苦
に
病
み
、
短
く
な
る
乙
と

を
切
望
し
、
再
度
の
荒
療
治
の
後
に
、
「
か
う
な
れ
ば
:
:
:
」
と
咳
く
場
面
が
再
現
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
詰
り
、
内
供
に
は
、
永
遠
に
其
の
不
安
か
ら
逃
れ
る
術
が
な
く
、
精
神

的
向
上
を
遂
げ
る
可
能
性
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
内
供
の
二
度
目
の
安
心
は
、
確
か
に
、
「
円
仰
が
短
く
な
っ
た
時
と
同
じ
や
う
な
、

は
れ
ば
れ
と
し
た
心
も
ち
」
で
は
あ
ろ
う
が
、
一
度
目
の
そ
れ
と
は
微
妙
に
異
な
る
も
の
の
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
作
者
も
説
明
す
る
よ
う
に
、
内
供
に
は
、
鼻
を
短
く
し
た
後
の
周
囲
の
人

々
の
笑
い
が
、
以
前
よ
り
も
「
つ
け
つ
け
」
し
た
も
の
で
あ
る
と
感
じ
得
る
だ
け
の
感
受
性
が

あ
り
、
恐
ら
く
、
長
大
な
鼻
と
い
う
現
状
か
ら
の
脱
却
に
失
敗
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
現
状
を

其
の
儀
容
認
し
よ
う
と
す
る
諦
念
に
立
ち
至
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

作
者
は
、
乙
の
内
供
の
諦
念
を
描
く
為
に
、
作
品
中
唯
一
度
の
自
然
描
写
を
招
入
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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翌
朝
、
内
供
が
何
時
も
の
や
う
に
早
く
眼
を
さ
ま
し
て
見
る
と
、
寺
内
の
銀
杏
や
換
が
一

院
の
中
に
紫
を
落
し
た
の
で
、
庭
は
黄
金
を
敷
い
た
や
う
に
明
い
。
塔
の
屋
根
に
は
霜
が

下
り
て
ゐ
る
せ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
う
す
い
朝
日
に
、
九
輪
が
ま
ば
ゆ
く
光
っ
て
ゐ
る
。

禅
智
内
供
は
、
蔀
を
上
げ
た
践
に
立
っ
て
、
深
く
怠
を
す
ひ
乙
ん
だ
。
(
傍
点
H
論
者
、

以
下
同
)

こ
の
描
写
は
、
短
い
乍
ら
も
極
め
て
効
果
的
で
あ
る
。
物
語
の
後
半
部
が
、
内
供
の
憂
惨
を

反
映
し
、
詩
わ
ば
、
灰
色
を
基
調
に
展
開
さ
れ
て
来
た
後
で
は
、
乙
の
鮮
や
か
な
色
彩
感
が
、

其
の
佐
内
供
の
晴
れ
や
か
な
気
分
へ
と
転
換
し
て
行
く
予
兆
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
又
、
此

処
で
、
内
供
は
、
改
め
て
「
祁
智
内
供
は
」
と
呼
び
直
さ
れ
、
謂
わ
ば
、
新
生
内
供
と
し
て
立
ち

現
れ
て
も
い
る
。

こ
う
し
た
描
写
の
後
に
、
作
者
は
、
長
い
瓜
を
あ
け
方
の
夙
に
ぶ
ら
つ
か
せ
乍
ら
伶
む
、
伸

び
や
か
な
内
供
の
姿
を
拙
い
て
、
乙
の
物
語
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
芥
川
は
、
乙
の
「
愛
す

べ
き
内
供
」
を
、
そ
の
よ
う
な
満
足
と
も
諦
念
と
も
つ
か
ぬ
心
境
の
内
に
置
き
、
恐
ら
く
は
、

自
ら
の
失
恋
休
験
に
よ
っ
て
胸
中
に
垂
れ
箆
め
て
い
た
憂
惨
な
霧
を
吹
き
晴
ら
そ
う
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。
後
年
、
彼
は
、
「
鼻
」
執
筆
の
頃
を
回
想
し
て
、

-
:
:
半
年
ば
か
り
前
か
ら
怒
く
乙
だ
は
っ
た
恋
愛
問
題
の
影
響
で
、
独
り
に
な
る
と
気
が

沈
ん
だ
か
ら
、
そ
の
反
対
に
な
る
可
く
現
状
を
懸
け
離
れ
た
、
な
る
可
く
愉
快
な
小
説
が

3
き
た
か
っ
た
。
そ
こ
で
と
り
あ
へ
ず
先
、
今
昔
物
語
か
ら
材
料
を
取
っ
て
、
乙
の
二
つ

の
短
話
(
注
H

「
羅
生
門
」
、
「
昂
」
)
を
書
い
た
。
(
未
定
稿
「
あ
の
頃
の
自
分
の

事
」
)

と
舎
い
て
い
る
が
、
「
羅
生
門
」
の
「
黒
洞
々
た
る
」
夜
に
呑
ま
れ
た
下
人
を
描
い
て
得
ら
れ

な
か
っ
た
「
愉
快
」
を
、
夜
明
け
の
内
供
を
拍
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ょ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
う
し
た
彼
の
希
望
は
十
分
に
実
現
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
瓦
目
以
石
が
評
し
た
よ
う

円注
2
v

「
昂
」
は
、
全
体
的
に
「
自
然
共
岱
の
可
笑
味
が
お
っ
と
り
出
て
ゐ
る
」
作
品
で
は
あ

f

』、
スv
。新

現
実
派
と
命
名
さ
れ
、
鋭
利
な
皮
肉
を
武
器
に
人
間
心
理
の
逆
説
を
扶
っ
た
と
さ
れ
る
芥

川
の
初
期
続
的
州
群
に
は
、
窓
外
に
あ
た
た
か
な
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
味
い
の
も
の
も

多
い
の
だ
が
、
乙
の
「
昂
」
も
、
文
、
「
愛
す
べ
き
内
供
」
の
心
情
に
即
し
て
見
る
限
り
、
そ

う
し
た
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
の
担
ま
り
と
救
い
と
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
と
恩
わ

れ
る
。だ

が
、
又
、
此
処
で
、
後
半
部
の
内
供
の
心
理
を
、
や
や
外
側
か
ら
、
客
観
的
に
眺
め
直
し

て
見
る
と
、
第
二
の
疑
問
が
生
じ
て
来
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
、
内
供
の
感
じ
た
と
さ
れ
る
「
傍

観
者
の
利
己
主
義
」
に
就
い
て
、
そ
の
提
示
の
さ
れ
方
が
、
余
り
に
唐
突
で
は
な
い
か
と
い
う

疑
問
で
あ
り
、
延
い
て
は
、
果
し
て
、
内
供
は
本
当
に
そ
れ
を
感
じ
、
そ
れ
に
傷
付
い
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

内
供
は
、
鼻
が
短
く
な
っ
た
後
、
臨
気
乍
ら
、
周
囲
の
人
々
の
明
い
の
質
的
変
化
に
気
付
く

が
、
そ
の
変
化
の
原
因
を
明
察
す
る
知
芯
に
は
欠
け
て
い
た
。
内
供
に
代
っ
て
、
乙
の
「
傍
観

者
の
利
己
主
義
」
を
提
示
す
る
の
は
、
作
者
で
あ
る
。

内
供
に
は
、
近
憾
な
が
ら
こ
の
間
に
答
を
与
へ
る
明
が
欠
け
て
ゐ
た
。

1

1
人
間
の
心
に
は
互
に
矛
盾
し
た
こ
つ
の
感
情
が
あ
る
。
勿
論
、
他
人
の
不
幸
に
同

情
し
な
い
者
は
な
い
。
所
が
そ
の
人
が
そ
の
不
幸
を
ど
う
に
か
し
て
切
り
ぬ
け
る
事
が
出

来
る
と
、
今
度
は
乙
っ
ち
で
何
と
な
く
物
足
り
な
い
や
う
な
心
も
ち
が
す
る
。
(
中
略
)

さ
う
し
て
何
時
の
間
に
か
、
消
極
的
で
は
あ
る
が
該
怒
怠
を
、
そ
の
人
に
対
し
て
抱
く
や

う
な
事
に
な
る
。

1

1
内
供
が
、
理
由
を
知
ら
な
い
な
が
ら
も
、
何
と
な
く
不
快
に
思
っ

た
の
は
、
池
の
尽
の
伯
俗
の
態
度
に
、
乙
の
傍
創
者
の
利
己
主
義
を
そ
れ
と
な
く
感
づ
い

た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
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此
処
で
は
、
明
ら
か
に
、
作
者
は
主
人
公
の
代
弁
者
と
し
て
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
傍
観M

者
云
々
の
論
起
が
、
作
中
世
界
を
被
う
よ
う
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
乙
の
論
起

に
よ
っ
て
、
周
囲
の
人
々
の
笑
い
の
変
化
が
完
全
に
説
明
さ
れ
尽
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
確

か
に
、
人
間
本
来
の
性
質
の
中
に
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
的
傾
向
の
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来

な
い
。
池
の
尽
の
，
似
俗
の
裡
に
も
、
そ
れ
は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
又
、
思
い
切
っ

て
観
点
を
変
え
れ
ば
、
乙
の
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
は
、
専
ら
内
供
自
1H
河
の
側
か
ら
、
お
り

は
、
彼
の
内
面
を
通
じ
て
の
み
現
れ
て
き
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
間
わ
ば
、
内
供
自
身
が
創
出
し

た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
作
者
の
恨
め
よ
う
と
す
る
方
向
か
ら
は
逸
脱
す
る
が
、
内
供
と
北
(
の
周
聞
の
人
々
と

の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
又
、
内
供
と
作
者
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
白
山
に
、
怒
芯
的
に
、

「
品
」
の
内
部
を
診
附
し
て
み
た
い
と
思
う
。



第
二
章

「
鼻
」
の
屈
曲

「
か
」
の
斡
郭
が
、
主
人
公
、
内
供
の
三
転
す
る
心
恕
変
化
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
る
乙
と

は
、
前
立
で
述
ぺ
た
が
、
内
供
の
抗
が
短
く
な
り
、
不
安
が
安
心
へ
と
変
っ
た
処
で
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。

ー

l
銃
の
中
に
あ
る
内
供
の
顔
は
、
顔
の
外
に
あ
る
内
供
の
顔
を
見
て
、
満
足
さ
う
に
限

を
し
ば
た
、
ふ
い
た
。

こ
れ
は
、
自
怠
識
家
、
内
供
の
、
常
に
他
者
の
限
を
気
に
か
け
る
非
主
体
性
を
象
徴
す
る
よ

う
な
一
文
で
あ
る
が
、
「
昂
」
は
、
こ
の
辺
り
を
一
つ
の
境
と
し
て
、
前
、
後
二
つ
の
部
分
に

分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
又
、
共
処
か
ら
、
「
ね
」
は
、
微
妙
な
歪
み
を
示
す
の
で
あ
る
。

先
ず
、
主
人
公
、
内
供
の
言
動
、
性
格
に
就
い
て
見
て
み
よ
う
。
前
半
部
の
彼
は
、
客
知
的

に
は
、
多
分
に
滑
稽
で
も
あ
り
愚
劣
で
も
あ
る
の
だ
が
、
読
者
に
は
、
京
税
の
「
い
ぢ
ら
し

さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
人
物
で
も
あ
る
。
高
位
に
あ
る
伯
と
し
て
自
尊
心
、
虚
栄
心
に
捉
わ
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
「
年
甲
斐
も
な
く
顔
を
赤
め
」
た
り
す
る
「
デ
リ
ケ
イ
ト
」
な
人
物
と
し
て

現
れ
て
い
る
。
処
が
、
後
半
部
に
至
っ
て
、
内
供
は
、
そ
の
見
の
外
形
的
変
化
以
上
に
、
性
格

が
一
変
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
弟
子
の
僧
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
法
怪
貧
の
罪
」
に
相
応
す

る
程
の
意
地
の
悪
さ
と
怒
り
っ
ぽ
さ
を
備
え
た
人
物
と
な
り
、
デ
リ
ケ
イ
ト
さ
を
欠
い
た
言
動

を
示
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
傾
向
は
、
特
に
、
次
の
よ
う
な
場
面
に
者
し
い
。

或
日
、
け
た
た
ま
し
い
犬
の
吠
え
る
芦
が
す
る
の
で
、
・
内
供
が
何
気
な
く
外
へ
出
て
見
る

と
、
中
童
子
は
、
二
尺
ば
か
り
の
木
の
片
を
ふ
り
ま
は
し
て
、
毛
の
長
い
、
渡
せ
た
定
犬

を
逐
ひ
ま
は
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
も
峨
、
逐
ひ
ま
は
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
「
昂
を
打
た

れ
ま
い
。
そ
れ
、
向
却
を
打
た
れ
ま
い
」
と
唱
し
な
が
ら
逐
ひ
ま
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

内
供
は
、
中
章
子
の
手
か
ら
そ
の
木
の
片
を
ひ
っ
た
く
っ
て
し
た
h

か
そ
の
顔
を
打
っ

た。

此
処
で
は
、
内
供
は
、
既
に
、
り
て
の
「
ね
そ
気
に
し
て
ゐ
る
と
云
ふ
事
を
、
人
に
知
ら
れ

る
」
の
を
怖
れ
る
彼
で
は
な
い
。
用
問
の
人
々
の
側
に
も
内
供
を
怒
ら
せ
る
だ
け
の
要
因
は
あ

る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
内
供
の
一
言
動
を
見
る
限
り
で
は
、
彼
は
、
読
者
の

「
い
ぢ
ら
し
さ
」
を
喚
起
す
る
よ
う
な
、
弱
々
し
い
被
告
者
で
は
な
い
。

処
が
、
如
上
の
、
後
半
部
の
内
供
の
変
貌
と
其
れ
に
伴
う
読
者
の
感
情
と
は
逆
に
、
作
者
の

内
供
そ
見
る
阪
は
、
究
J

ろ
、
前
半
部
に
於
い
て
冷
や
か
で
あ
り
、
後
半
部
に
於
い
て
h
h
i
v
沼
か

な
よ
う
で
あ
る
。
換
守
す
れ
ば
、
作
者
と
主
人
公
の
距
段
は
、
前
半
部
に
於
い
て
h
m
k
v
速
く
、

後
半
部
に
於
い
て
よ
り
近
い
と
い
う
乙
と
に
な
る
。

例
え
ば
、
前
半
部
の
作
者
は
、
「
祁
智
内
供
の
-HM
と
云
へ
ば
、
池
の
尼
で
知
ら
な
い
者
は
な

い
」
と
持
き
出
し
て
、
内
供
の
会
人
格
の
巾
か
ら
払
だ
け
を
抽
出
し
、
専
ら
引
に
関
わ
る
内
供

の
愚
か
し
い
自
尊
心
の
在
り
方
だ
け
存
詳
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
語
り
口
は
、
論
理

的
、
分
析
的
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
冷
や
か
で
あ
る
。

例
え
ば
、
作
者
は
、
「
内
退
場
供
奉
」
と
い
う
高
位
に
あ
る
祁
知
日
の
実
態
を
、
明
と
俗
の
同

居
と
い
う
形
で
(
穏
や
か
に
で
は
あ
る
が
)
長
露
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
長
い
内
仰
を
短
く
見
せ

る
為
に
、
鏡
の
前
で
腐
心
す
る
乙
と
自
休
が
、
高
約
ら
し
く
取
り
没
ま
し
た
表
面
の
顔
と
は
相

表
れ
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
前
後
に
、
作
者
は
、
次
の
よ
う
に
書
き
加
え
る
の
を
忘
れ
な
い
。

内
供
は
、
か
う
云
ふ
時
に
は
、
銃
を
官
へ
し
ま
ひ
な
が
ら
、
今
一
応
の
や
う
に
た
め
息
を
つ

い
て
不
承
不
承
に
又
一
元
の
経
机
へ
、
制
点
H

絡
を
よ
み
に
帰
る
の
で
あ
る
。

此
処
で
は
、
必
の
心
配
と
仏
道
修
業
と
が
並
託
さ
れ
、
武
と
か
る
べ
き
読
絡
が
、
宛
も
卑
俗
な

訴
の
心
配
の
不
満
の
結
果
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
す
ら
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
又
、
乙
う

し
た
内
供
は
、
そ
の
昇
の
短
く
な
っ
た
時
に
は
、
「
法
華
経
呑
写
の
功
を
積
ん
だ
時
の
?
っ
」

に
罫
乙
ん
で
も
い
る
。
そ
の
外
、
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内
供
は
、
内
典
外
典
の
中
に
、
自
分
と
同
じ
ゃ
・
つ
な
が
の
あ
る
人
物
を
見
出
し
て
、
せ
め

て
も
幾
分
の
心
や
り
に
し
よ
う
と
さ
へ
思
っ
た
事
が
あ
る
。

と
い
う
部
分
か
ら
は
、
内
出
(
外
内
片
手
}
修
め
た
目
的
の
、
俗
人
的
内
面
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
内
供
の
、
客
観
的
に
は
尽
か
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
期
待
は
、
作
者

が
其
の
直
後
に
用
意
し
た
、
逆
接
の
接
続
詞
と
其
れ
に
続
く
否
定
文
に
よ
っ
て
、
い
と
も
簡
単

に
、
明
快
に
打
ち
消
さ
れ
て
い
る
。
先
の
引
用
に
続
く
部
分
だ
が
、

け
れ
ど
か
、
日
蓮
ゃ
、
舎
利
仏
の
訴
が
長
か
っ
た
と
は
、
ど
の
経
文
に
も
書
い
て
わ
い
。

同
様
の
、
愚
か
な
期
待
と
其
の
明
快
な
否
定
と
い
う
形
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
に
も
現
れ
て

い
る
。



な内
界供
はは
一人
つを
も見
見ず
当に
ら、
な・ E住

。鼻

を
見
た

し・
か-
し・
鎚
鼻
は
あ
っ
て
も

良
の
や

っ

以
上
の
よ
う
に
、
前
半
部
に
於
け
る
作
者
は
、
内
供
の
自
尊
心
が
生
み
出
す
滑
稽
さ
、
尽
か

さ
を
、
冷
静
な
態
度
で
描
き
出
し
て
い
る
。
即
ち
、
作
者
は
、
主
人
公
と
の
距
離
を
保
ち
、
野

総
す
る
よ
う
な
形
で
主
人
公
の
人
物
像
を
紹
介
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

処
が
、
後
半
部
に
至
っ
て
、
作
者
と
主
人
公
と
の
距
離
は
俄
か
に
縮
ま
っ
て
く
る
。
作
者

は
、
時
に
、
内
供
の
、
昇
を
抑
え
る
際
の
「
仏
前
に
香
花
を
供
へ
る
や
う
な
恭
し
い
手
つ
き
」

ゃ
、
そ
の
「
禿
げ
頭
」
(
坊
主
の
禿
げ
頭
と
は
、
念
の
入
っ
た
表
現
だ
が
〉
を
面
白
が
り
乍
ら

も
、
彼
を
「
愛
す
べ
き
内
供
」
と
呼
び
、
そ
の
内
面
へ
と
感
情
移
入
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
遂
に
、
主
人
公
に
同
化
し
た
形
で
、
所
詞
「
傍
観
者
の
刺
己
主
義
」
を
語
る
場
面
へ
と

立
ち
至
る
。
其
処
で
は
、
作
者
は
、
一
方
的
に
内
供
の
側
に
身
を
寄
せ
、
周
聞
の
人
々
の
言
い

分
に
は
殆
ど
耳
を
借
そ
う
と
も
し
な
い
。

例
え
ば
、
京
に
上
っ
て
鼻
を
短
く
す
る
法
を
教
わ
っ
て
き
た
弟
子
の
僧
な
ど
は
、
元
々
、
奇

怪
な
鼻
を
持
つ
内
供
に
対
し
、
極
め
て
同
情
的
で
あ
る
。
表
面
上
鼻
な
ど
は
気
に
か
け
な
い
と

い
う
風
を
装
い
乍
ら
、
内
心
で
は
自
分
を
説
き
伏
せ
て
其
の
法
を
試
み
さ
せ
る
の
を
待
つ
と
い

う
、
内
供
の
策
略
に
対
し
て
も
、
弟
子
の
僧
は
、
そ
れ
を
見
抜
き
つ
つ
、
そ
の
策
略
に
乗
っ
て

い
る
。
そ
う
い
う
策
略
を
弄
す
る
内
供
に
、
よ
り
強
く
同
情
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
茄
で
た

鼻
を
足
で
踏
む
と
い
う
場
面
で
も
、
弟
子
の
僧
は
、
や
や
デ
リ
ケ
イ
ト
さ
に
欠
け
る
と
は
い

え
、
「
時
々
気
の
毒
さ
う
な
顔
を
し
て
」
、
「
痛
う
は
ど
ざ
ら
ぬ
か
な
」
と
い
う
、
労
り
を
見

せ
て
も
い
る
。

前
半
部
に
於
い
て
は
、
作
者
は
、
こ
う
し
た
内
供
周
辺
の
人
々
を
描
く
の
に
も
、
そ
の
内
面

を
注
視
し
、
そ
れ
だ
け
の
筆
を
さ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
後
半
部
に
至
っ
て
、
鼻
の
短
く
な
っ

た
内
供
を
見
詰
め
る
周
囲
の
人
々
の
内
面
に
は
、
殆
ど
筆
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
。
詰
り
、
彼
等

の
明
う
原
因
が
、
内
供
の
顔
が
わ
り
以
外
の
、
深
い
何
か
に
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
客
観
的
に

は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
専
ら
晒
わ
れ
る
内
供
の
主
観
的
臆
測
と
し
て
の

み
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
内
供
は
法
恒
貧
の
界
を
受
け
ら
れ
る
ぞ
」
と
陰
口
を
き
く
外
は
な
か

っ
た
、
あ
の
弟
子
の
僧
か
ヨ
り
す
れ
ば
、
変
っ
た
の
は
、
周
囲
の
人
々
で
は
な
く
、
内
供
の
方
で

は
な
い
か
、
と
い
う
乙
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

表
面
を
取
り
繕
い
乍
ら
、
内
心
で
は
常
に
長
い
ぬ
を
苦
に
病
ん
で
き
た
内
供
に
と
っ
て
、
そ

の
鼻
の
短
く
な
っ
た
後
に
周
囲
の
人
々
が
一
層
「
つ
け
つ
け
」
と
明
う
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の

は
、
或
い
は
、
彼
の
過
剰
な
期
待
と
過
敏
な
自
窓
識
が
生
み
出
し
た
妄
想
で
は
な
い
か
、
と
さ

え
想
像
さ
れ
な
く
も
な
い
。
例
え
ば
、
内
供
か
ら
、

用
を
云
ひ
っ
か
っ
た
下
法
師
た
ち
が
、
面
と
向
っ
て
ゐ
る
時
だ
け
は
、
慎
ん
で
聞
い
て
ゐ

て
も
、
内
供
が
後
さ
へ
向
け
ば
、
す
ぐ
に
く
す
く
す
笑
ひ
出
し
た
の
は
、
一
度
や
二
度
の

事
で
は
な
い
。

と
い
う
部
分
に
、
内
供
が
感
じ
る
程
の
明
確
な
悪
意
が
実
在
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
、
甚
だ

疑
わ
し
い
。

そ
れ
か
ら
、
又
、
例
の
中
童
子
が
鼻
持
た
げ
の
木
片
で
渇
犬
の
円
仰
を
打
と
う
と
し
た
悪
戯
に

し
て
も
、
無
邪
気
な
子
供
に
、
内
供
が
感
じ
た
程
の
底
芯
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。
昇
が
犬
の

急
所
で
あ
る
と
と
を
思
え
ば
、
そ
れ
が
普
通
の
遊
戯
と
し
か
思
わ
れ
な
い
。

以
上
は
、
無
論
、
論
者
の
慾
意
的
な
想
像
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
「
鼻
」
の
問
題
は
、
作
者

の
言
う
「
傍
観
者
」
の
側
ば
か
り
に
で
は
な
く
、
内
供
の
側
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
乙
と
は
昔
守
え
る
で
あ
ろ
う
。

此
処
で
、
や
』
唐
突
だ
が
、
論
者
の
想
起
す
る
の
は
、
『
徒
然
草
』
第
四
五
段
、
良
党
僧
正

の
説
話
で
あ
る
。

公
世
の
二
位
の
せ
・
つ
と
に
、
良
覚
的
正
と
問
え
し
は
、
極
め
て
股
あ
し
き
人
な
り
け
り
。

坊
の
傍
に
、
大
き
な
る
綬
の
木
の
あ
り
け
れ
ば
、
人
、
「
根
木
伯
正
」
と
ぞ
言
ひ
け
る
。

乙
の
名
然
る
べ
か
ら
ず
と
て
、
か
の
木
を
伐
ら
れ
に
け
り
。
そ
の
根
の
あ
り
け
れ
ば
、

「
き
り
く
ひ
の
的
正
」
と
言
ひ
け
り
。
い
よ
/
¥
腹
立
ち
て
、
き
り
く
ひ
を
掘
り
捨
て
た

り
け
れ
ば
、
そ
の
跡
大
き
な
る
掘
に
で
あ
り
け
れ
ば
、
「
招
池
僧
正
」
と
ぞ
言
ひ
け
る
。

- 28-

こ
の
説
話
は
、
良
覚
的
旧
正
と
周
囲
の
人
々
と
の
緊
張
関
係
を
苧
み
つ
つ
展
開
し
て
い
る
が
、
主

人
公
、
良
覚
の
性
格
を
、
先
ず
「
極
め
て
腹
あ
し
き
人
」
と
規
定
し
て
い
る
。
後
の
展
開
は
、

多
分
に
比
の
良
覚
の
性
格
に
も
帰
国
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
禅
知
日
内
供
は
、
必
ず
し
も
「
腹
あ

し
き
人
」
で
は
な
い
が
、
後
半
部
の
彼
は
、
矢
張
り
、
怒
り
っ
ぽ
く
、
叱
り
ち
ら
す
権
勢
者
で

も
あ
っ
た
。
「
昆
」
の
後
半
部
を
、
そ
う
し
た
内
供
の
白
衣
識
が
生
み
出
す
一
粒
の
菩
(
悲
)

劇
と
見
倣
し
、
そ
う
し
た
矧
点
か
ら
此
の
二
人
の
伯
を
比
較
す
れ
ば
、
彼
等
が
共
に
、
周
囲
の

人
々
と
対
立
し
、
世
間
か
ら
疎
外
さ
れ
、
敗
れ
ざ
る
を
ね
な
か
っ
た
点
で
は
共
通
し
て
く
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
さ
て
拾
き
、
「
鼻
」
を
、
内
供
と
周
囲
の
人
々
と
の
関
係
、
又
、
内
供
と
作
者
と
の
関

係
に
於
い
て
掴
み
直
し
て
見
る
と
、
其
処
に
一
つ
の
歪
み
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
て
く
る
。
曽



て
三
好
行
雄
氏
は
、
そ
の
「
芋
粥
」
論
の
中
で
、
「
円
ど
に
も
言
及
さ
れ
、
「
傍
観
者
の
朗
笑

に
傷
つ
く
被
告
者
と
し
て
の
内
供
を
描
く
後
半
と
(
中
略
)
高
徳
の
長
者
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、

長
鼻
ゆ
え
に
傷
つ
く
自
尊
心
や
偽
善
を
あ
ば
か
れ
る
前
半
と
は
、
モ
チ
ー
フ
の
う
え
で
微
妙
な

差
が
あ

ι
一一μ指
摘
さ
れ
た
が
、
後
半
の
内
供
が
単
純
な
「
被
害
者
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
兎

も
角
、
前
半
と
後
半
の
「
差
」
は
、
恐
ら
く
、
如
上
の
歪
み
に
も
帰
国
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

作
者
と
主
人
公
の
距
離
は
、
後
半
部
に
至
っ
て
柏
少
し
、
両
者
が
、
や
や
安
易
に
同
化
し
た
形

で
、
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
が
持
ち
出
さ
れ
て
き
た
為
に
、
作
品
「
鼻
」
は
微
妙
に
屈
曲
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章

「
鼻
」
の
周
囲

周
知
の
如
く
、
「
昂
」
は
、
第
四
次
「
新
思
潮
」
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
、
夏
目
激
石
の
滋
賀

を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
芥
川
を
文
壇
へ
押
し
出
す
契
機
と
も
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
淑
石
の

〈注
2
)

「
鼻
」
評
は
、
芥
川
に
宛
て
た
私
信
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
余
り
に
も
有

名
な
其
の
一
節
を
引
用
す
る
と
、
「
鼻
」
と
い
う
作
品
は
、

:
:
:
落
着
が
あ
っ
て
区
山
戯
て
ゐ
な
く
っ
て
自
然
其
俸
の
可
笑
味
が
お
っ
と
り
出
て
ゐ
る

所
に
上
品
な
趣
が
あ
り
ま
す

と
い
う
乙
と
に
な
る
。

乙
の
淑
石
の
評
は
、
概
ね
妥
当
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
作
品
全
体
の
印
象
と
し
て
は
、
確
か

に
、
「
自
然
其
俸
の
可
笑
味
」
が
怒
み
出
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
し
、
落
者
が
あ
り
、
一
仏
山

戯
て
い
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
唯
、
し
か
し
、
論
者
に
は
、
部
分
的
に
だ
が
、
二
つ

の
点
で
、
乙
の
批
評
か
ら
や
や
は
み
出
す
感
想
が
あ
る
。
一
つ
は
、
長
大
な
鼻
の
形
態
が
生
み

出
す
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
で
あ
り
、
一
つ
は
、
作
品
後
半
部
に
於
け
る
、
不
自
然
な
可
笑
味
の
喪
失

で
あ
る
。

先
ず
、
第
一
に
、
鼻
の
形
態
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

長
さ
が
五
六
寸
あ
っ
て
上
唇
の
上
か
ら
、
思
の
下
ま
で
下
っ
て
ゐ
る
。
形
は
元
も
先
も
同

じ
ゃ
う
に
太
い
。
云
は
Y
細
長
い
腸
詰
の
や
う
な
物
が
、
ぶ
ら
り
と
顔
の
ま
ん
中
か
ら
ぶ

ら
下
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

乙
う
し
た
鼻
は
、
激
石
に
は
さ
し
て
怪
異
な
も
の
と
も
映
ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
矢
張

り
'
上
品
と
は
言
い
難
く
、
或
る
稔
の
奇
怪
さ
を
伴
う
も
の
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。
又
、
弟
子
の

伯
が
行
う
治
療
法
の
中
で
、
そ
の
奇
怪
さ
は
治
大
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

思
え
ば
、
滋
石
は
、
「
玄
口
訟
は
猪
で
あ
る
」
の
中
で
、
同
様
の
、
奥
常
な
鼻
の
所
有
者
、
金

回
円
卵
子
を
創
り
出
し
て
い
る
が
、
そ
の
形
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

昇
丈
は
無
聞
に
大
き
い
。
人
の
昇
を
盗
ん
で
来
て
顔
の
真
中
へ
拐
ゑ
付
け
た
殺
に
見
え

る
。
三
坪
程
の
小
庭
へ
招
魂
社
の
石
熔
箆
を
移
し
た
時
の
如
く
、
独
り
で
一
問
を
利
か
し
て

居
る
が
、
何
と
な
く
落
ち
者
か
な
い
。
其
鼻
は
所
謂
鍵
鼻
で
、
ひ
と
度
は
精
一
杯
一
両
く
な

っ
て
見
た
が
、
是
で
は
余
り
だ
と
中
途
か
ら
謙
遜
し
て
、
先
の
方
へ
行
く
と
、
初
め
の
勢

に
似
ず
霊
れ
か
h

っ
て
、
下
に
あ
る
唇
を
覗
き
込
ん
で
居
る
。
か
く
著
る
し
い
鼻
だ
か

ら
、
此
女
が
物
を
云
ふ
と
き
は
口
が
物
を
云
ふ
と
云
は
ん
よ
り
、
・
却
が
口
を
利
い
て
居
る

と
し
か
思
は
れ
な
い
。

長
話
と
短
抗
日
制
、
現
代
物
と
王
朝
物
と
い
っ
た
泣
い
が
あ
り
、
両
者
を
比
較
す
る
乙
と
は
無
理

だ
が
、
芥
川
の
方
が
、
よ
り
即
物
的
で
あ
る
と
は
言
え
よ
う
。
恐
ら
く
、
淑
石
は
、
乙
の
愛
郊

子
の
作
品
の
内
に
、
ゴ

1
0コ
リ
の
「
鼻
」
な
ど
の
可
笑
味
と
共
に
、
自
ら
の
創
出
し
た
人
物
の

面
影
を
見
出
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
よ
り
も
、
円
併
に
ま
つ
わ

る
自
尊
心
が
生
み
出
す
喜
劇
の
「
可
笑
味
」
を
、
よ
り
強
く
感
じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
「
鼻
」
後
半
部
に
於
け
る
可
笑
味
の
喪
失
に
就
い
て
で
あ
る
が
、
乙
れ
は
、
前
章
に

述
べ
た
如
く
、
禅
智
内
供
の
過
敏
な
自
意
識
が
生
み
出
す
妄
想
を
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
に

よ
っ
て
の
み
説
明
し
よ
う
と
す
る
不
自
然
さ
の
故
と
も
考
え
ら
れ
る
。
恐
ら
く
、
内
供
の
過
敏

さ
は
、
其
の
健
作
者
芥
川
の
過
敏
さ
で
も
あ
ろ
う
。
常
に
他
者
の
限
を
気
に
し
て
揺
れ
動
く
芥

川
の
姿
は
、
例
え
ば
、
岡
本
か
の
子
の
小
説
「
鶴
は
病
み
き
」
の
中
に
も
拙
か
れ
て
い
る
。
避

暑
地
先
の
旅
館
で
、
隣
室
に
訪
ね
て
来
た
客
が
、
自
分
の
悪
口
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
苦
慮
し
、
墜
に
耳
を
押
し
あ
て
る
と
い
う
、
や
や
病
的
な
晩
年
の
対
他
窓
識
で
あ
る
。

そ
し
て
、
又
、
こ
う
し
た
対
他
意
識
の
過
敏
さ
は
、
滋
石
の
中
に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
我
々
は
、
彼
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
や
「
彼
岸
過
迄
」
の
中
に
、
追
跡
恐
怖
症
に
も
似

た
、
過
敏
な
他
者
意
識
を
見
出
す
乙
と
が
出
来
る
。
又
、
実
生
活
者
と
し
て
の
彼
も
、
例
え

ば
、
長
女
筆
子
の
伝
え
る
処
に
よ
れ
ば
、
家
る
時
、
幼
い
彼
女
が
五
銭
玉
を
置
い
た
長
火
鉢
の

傍
に
坐
っ
て
い
る
と
、
い
き
な
り
父
激
石
に
殴
打
さ
れ
た
そ
う
で
、
母
鏡
子
が
其
の
理
由
を
問
う

と
、
昔
、
彼
が
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
中
に
街
で
乞
食
に
銅
貨
を
恵
ん
で
や
り
下
宿
に
帰
る
と
、
便

所
の
窓
に
こ
れ
見
よ
が
し
に
銅
賞
が
一
枚
置
い
で
あ
っ
た
と
か
で
、
見
え
ぎ
る
他
者
の
眼
に
苛

柏
山



立
っ
た
記
憶
か
ら
、
笠
子
を
殴
打
し
た
と
答
え
る
よ
う
な
一
一
闘
を
備
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
滋

石
に
は
、
あ
の
中
童
子
の
顔
を
殴
打
す
る
内
供
が
備
え
て
い
た
対
他
意
識
は
、
共
感
(
?
)
し

得
る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
後
半
部
の
「
鼻
」
の
歪
み
な
ど
気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か

も
知
れ
な
い
。

淑
石
の
対
他
意
識
に
就
い
て
は
、
そ
の
詳
述
を
割
愛
せ
ぎ
る
を
得
な
い
が
、
論
者
は
、
淑
石

の
卓
抜
な
「
鼻
」
評
の
中
に
、
同
じ
資
質
や
趣
味
を
持
つ
芥
川
へ
の
親
近
性
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
想
像
し
て
い
る
。
次
に
は
、
「
鼻
」
に
続
く
「
芋
粥
」
の
激
石
評
を
手
掛
か
り
に
、

両
作
品
に
共
通
す
る
、
初
期
芥
川
の
対
「
世
間
」
意
識
を
見
て
お
き
た
い
。

「
苧
抑
制
」
は
、
芥
川
が
職
業
作
家
と
し
て
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
、
記
念
す
べ
き
作
品
だ

ハ
注
4
)

が
、
紙
石
は
、
芥
川
宛
の
私
信
の
中
で
懇
切
な
批
評
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
多
岐
に
わ

た
る
が
、
特
に
、
「
芋
弼
」
の
作
者
が
「
細
叙
す
る
に
適
当
な
所
を
扮
へ
て
ゐ
な
い
点
」
を
指

摘
し
、
第
一
節
の
部
分
に
就
い
て
、

惜
し
い
事
に
君
は
そ
乙
を
塗
り
潰
し
て
ベ
タ
塗
り
に
蒔
絵
を
施
し
ま
し
た
。

し
、
芋
粥
の
命
令
が
下
っ
た
あ
と
は
非
常
に
出
来
が
よ
ろ
し
い
。

(
中
略
)
然

と
評
し
て
い
る
。
確
か
に
、
「
芋
弼
」
の
第
一
節
、
主
人
公
、
五
位
を
紹
介
す
る
部
分
は
、
全

体
の
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
細
叙
さ
れ
て
お
り
、
淑
石
の
評
は
的
確
で
あ
る
。

し
か
し
、
乙
の
「
苧
弼
」
の
場
合
に
は
、
詞
わ
ば
淑
石
の
限
が
屈
き
過
ぎ
た
「
見
」
評
の
場

合
と
は
異
な
り
淑
石
の
眼
の
届
か
な
か
っ
た
所
に
、
芥
川
の
問
題
が
潜
ん
で
い
た
。
即
ち
、
淑

石
の
指
摘
し
た
、
全
体
の
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
ま
で
細
叙
さ
れ
た
部
分
に
こ
そ
、
あ
の
「
民
」

の
後
半
部
と
同
様
に
、
作
者
の
主
人
公
へ
の
同
化
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
愛
す
べ
き
内

供
」
に
対
応
し
、
「
我
五
位
」
と
い
う
呼
称
が
現
れ
、
こ
の
「
赤
鼻
」
の
五
位
は
、
哀
れ
な
渇

犬
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
造
型
さ
れ
て
い
る
。

五
位
は
、
依
然
と
し
て
、
周
囲
の
軽
蔑
の
中
に
犬
の
や
う
な
生
活
を
、
続
け
て
行
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
伏
線
の
後
に
、
次
の
よ
う
な
、
注
目
す
べ
き
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

或
る
目
、
五
位
が
(
中
略
)
子
供
が
六
七
人
、
路
ば
た
に
祭
っ
て
何
に
か
し
て
ゐ
る
の
を

見
た
事
が
あ
る
。
(
中
略
)
何
処
か
ら
か
迷
っ
て
来
た
、
落
犬
の
首
へ
絡
を
つ
け
て
、
和

っ
た
り
殴
い
た
り
し
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
。
臆
病
な
五
位
は
(
中
略
)
年
か
さ
ら
し
い

子
供
の
肩
を
叩
い
て
、
「
も
う
、
堪
忍
し
て
や
り
な
さ
れ
。
犬
も
打
た
れ
h
ば
、
痛
い
で

の
う
。
」
と
声
を
か
け
た
。
(
中
略
)
「
い
ら
ぬ
世
話
は
や
か
れ
た
う
も
な
い
。
」
そ
の

子
供
は
、
一
足
下
り
な
が
ら
、
高
慢
な
唇
を
反
ら
せ
て
、
か
う
云
っ
た
。
「
何
ぢ
ゃ
、
乙

の
鼻
赤
め
が
。
」
五
位
は
、
乙
の
語
が
、
臥
口
か
か
静
宇
和

~
J
b
h
r
h
b
、
感
じ
た
。

此
処
で
は
、
五
位
は
、
明
ら
か
に
、
乙
の
渇
犬
に
自
己
投
影
し
て
い
る
が
、
乙
れ
は
、
又
、

あ
の
「
鼻
」
の
中
で
、
中
章
子
に
鼻
持
た
げ
の
木
で
追
い
ま
わ
さ
れ
た
「
毛
の
長
い
、
冊
以
せ
た

方
犬
」
の
坦
面
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
場
面
は
、
「
お
」
や
「
芋
踊
」
の
材
源
と

な
っ
た
『
今
昔
物
語
』
の
中
に
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
、
芥
川
の
創
作
し
た
も
の
だ
が
、
こ

う
し
た
点
に
も
注
窓
す
れ
ば
、
内
供
や
五
位
が
、
芥
川
の
自
己
仮
託
し
た
人
物
で
あ
る
乙
と
が

判
る
。
そ
し
て
、
又
、
芥
川
が
、
世
間
に
於
け
る
弱
者
、
敗
者
を
共
感
を
以
て
拍
き
出
そ
う
と

し
て
い
る
乙
と
も
判
る
。

芥
川
は
、
「
鼻
」
の
中
で
、
内
供
を
そ
う
し
た
立
場
に
追
い
つ
め
る
「
傍
観
者
の
利
己
主

義
」
を
問
題
に
し
て
い
た
が
、
同
様
に
、
「
芋
粥
」
の
中
で
も
、
乙
の
五
位
を
取
り
ま
く
他

者
、
世
間
を
「
細
叙
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
五
位
の
勤
め
る
侍
所
の
同
僚
述
は
、

- 30ー

:
・
五
位
に
対
す
る
と
、
殆
ど
、
小
供
ら
し
い
、
無
怠
味
な
忍
芯
を
、
冷
然
と
し
た
表
情
の

後
に
隠
し
て
、
何
を
云
ふ
の
で
も
、
手
其
似
だ
け
で
、
用
を
足
し
た
。

と
い
う
わ
け
だ
が
、
乙
の
「
殆
ど
、
小
供
ら
し
い
、
無
意
味
な
忍
窓
」
が
、
「
鼻
」
に
於
け
る

「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
乙
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

臆
病
な
五
位
を
取
り
ま
く
世
間
は
、
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
世
間
は
、
次

の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
、
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
同
僚
達
に
虐
め
ら
れ
た
五
位

が
発
す
る
「
い
け
ぬ
の
う
、
お
身
た
ち
は
」
と
い
う
声
に
打
た
れ
た
、
無
位
の
青
年
の
感
慨
で

あ
る
。

そ
れ
以
誠
一

v
こ
の
男
の
限
に
だ
け
は
、
五
位
が
、
全
く
、
別
人
と
し
て
、
映
る
や
う
に
な

っ
た
J

噌
交
の
不
足
し
た
、
血
色
の
惑
い
、
問
の
抜
け
た
五
位
の
郎
に
も
、
世
間
の
辺
容

に
、
べ
そ
を
騒
い
た
、
「
人
間
」
が
覗
い
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
乙
の
無
位
の
侍
に
は
、

五
位
の
事
を
考
へ
る
皮
に
、
世
の
中
の
す
べ
て
が
、
急
に
、
本
来
の
下
等
さ
を
信
す
や
う

に
思
は
れ
た
。



芥
川
は
、
又
、
「
彼
等
に
い
ぢ
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
一
人
、
こ
の
赤
品
の
五
位
だ
け
で
は

な
い
。
彼
等
の
知
ら
な
い
誰
か
が
、
彼
の
顔
と
声
と
を
借
り
て
、
彼
等
の
無
情
を
責
め
て
ゐ

る
」
と
も
香
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
速
の
記
述
は
、
彼
が
「
芋
粥
」
執
筆
に
際
し
手
本
と
し

た
、
ゴ

l
ゴ
リ
の
「
外
套
」
中
か
ら
の
引
き
写
し
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
単
に
、
衣
装
で
は
な

く
、
当
時
の
芥
川
自
身
の
偽
ら
ざ
る
対
「
世
間
」
観
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
、

「
世
間
」
と
は
、
先
ず
「
傍
観
者
の
利
己
主
義
」
や
「
無
意
味
な
悪
意
」
に
充
ち
た
も
の
と
感

じ
ら
れ
、
「
本
来
の
下
等
さ
」
を
備
え
た
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
、
又
、
後
に
、
例
え
ば
、
「
戯
作
三
味
」
の
よ
う
な
虚
椛
小
説
の
中
で
も
、
主
人

公
、
馬
琴
を
取
り
ま
く
「
下
等
な
世
間
」
と
し
て
現
れ
、
或
い
は
、
又
、
「
蜜
柑
」
の
よ
う
な

随
筆
的
小
品
の
中
で
も
、
主
人
公
を
疲
弊
さ
せ
る
「
不
可
解
な
、
下
等
な
、
退
屈
な
人
生
」
と

し
て
現
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
思
い
は
、
晩
年
の
「
河
童
」
や
「
玄
鶴
山
房
」
等
に
至
る
ま

で
、
彼
の
一
生
を
通
じ
て
変
ら
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
、
そ
れ
を
、
彼
の
文
壇
的
処

女
作
で
あ
る
「
鼻
」
や
「
芋
粥
」
の
頃
か
ら
、
先
ず
理
屈
抜
き
で
強
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
認
識
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
は
、
単
に
、
恋
愛
問
題
と
か
家
庭
環
境

と
か
に
と
ど
ま
ら
ず
、
彼
の
根
源
的
な
生
の
在
り
方
に
根
差
し
た
問
題
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
、
「
鼻
」
の
内
供
や
「
芋
粥
」
の
五
位
な
ど
、
彼
の
描
き
出
す
や
h

特
異
な
人
物
迷

の
劇
を
見
守
り
乍
ら
、
そ
の
背
景
に
あ
る
彼
の
「
世
間
」
観
の
よ
う
な
も
の
を
共
有
す
る
必
要

が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
論
者
に
は
俄
か
に
判

断
し
難
い
が
、
そ
れ
を
共
有
し
な
い
時
、
「
鼻
」
や
「
芋
粥
」
は
、
所
詮
作
者
の
血
の
通
わ
な

い
理
智
的
、
技
巧
的
作
品
と
見
え
、
そ
れ
を
共
有
す
る
時
、
そ
れ
等
の
作
品
を
返
し
て
、
作
者

芥
川
の
、
最
も
優
し
い
心
情
に
触
れ
得
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

初
期
の
芥
川
は
、
こ
う
し
た
「
世
間
」
の
中
で
敗
者
と
し
て
生
き
る
人
々
の
立
場
に
共
感

し
、
例
え
ば
、
「
芋
関
」
の
五
位
に
、
「
何
と
な
く
、
一
種
の
慰
安
を
、
自
分
の
心
に
」
感
じ

る
と
書
い
て
い
る
。
同
様
の
感
情
は
、
例
え
ば
、
豆
口
が
子
か
ら
「
ロ
ン
ド
ン
乞
食
」
と
命
名
さ

れ
る
父
親
を
描
い
た
作
品
「
父
」
な
ど
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
此
処
に
は
、
理
智
主
義
者
、
芸
術

至
上
主
義
者
、
芥
川
の
奥
に
ひ
そ
む
、
最
も
柔
ら
か
な
真
情
が
透
視
出
来
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

ス
v

。以
上
、
論
者
は
、
「
鼻
」
の
構
造
に
内
在
す
る
歪
み
を
手
掛
か
り
に
、
初
期
芥
川
の
意
識
の

底
に
あ
る
「
世
間
」
観
の
よ
う
な
も
の
を
採
っ
て
み
た
。
本
論
も
、
又
、
十
分
に
歪
ん
だ
と
い

う
反
省
も
あ
る
の
だ
が
、
論
者
は
、
其
処
に
、
無
意
味
な
悪
意
と
傍
観
者
の
利
己
主
義
に
傷
つ

き
乍
ら
生
き
る
人
々
へ
の
、
芥
川
の
共
感
を
見
出
し
た
。
一
個
の
作
品
と
し
て
は
、
や
h

ア
ン

グ
ァ
ラ
ン
ス
な
歪
み
を
見
せ
る
「
鼻
」
や
「
芋
粥
」
も
、
そ
う
し
た
彼
の
真
情
の
反
映
さ
れ
た

も
の
と
見
れ
ば
、
一
一
服
の
興
味
を
喚
起
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
其
の
後
の
芥
川
に
就
い
て
言
及
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
、
如
上
の
内
供
や
五
位
の
よ

う
な
立
場
に
自
ら
を
重
ね
て
生
き
て
行
乙
う
と
は
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
芋
粥
」

は
、
負
け
犬
「
赤
鼻
の
五
位
」
が
、
敦
賀
の
「
身
に
し
み
る
や
う
な
」
羽
風
に
、
「
司
日
仰
を
お
さ

え
る
と
同
時
に
、
銀
の
提
に
向
っ
て
大
き
な
監
を
し
」
、
其
処
で
物
語
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。

又
、
「
品
」
で
は
、
病
の
癒
え
た
内
供
が
、
「
長
い
品
を
あ
け
方
の
秋
風
に
ぶ
ら
つ
か
せ
な
が

咋
」
、
物
語
が
終
っ
て
い
る
。
だ
が
、
乙
れ
等
の
作
品
そ
発
表
し
、
「
世
間
」
に
設
場
し
た
和

形
作
家
芥
川
の
人
生
は
、
ま
さ
に
、
其
処
か
ら
始
ま
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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岩
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介
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収
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