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藤
野
可
織
「
爪
と
目
」
論―

「
不
気
味
さ
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム―

 

  

 
 

藤 

井 

日 

羽 
 

 

  

一 

は
じ
め
に 

 

藤
野
可
織
「
爪
と
目
」
は
二
〇
一
三
年
四
月
雑
誌
『
新
潮
』
に
掲
載
さ
れ
、
同
年
七
月
に
第

一
四
九
回
芥
川
賞
を
受
賞
し
、
同
月
に
新
潮
社
か
ら
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
た
。
あ
ら
す
じ
は
次

の
通
り
で
あ
る
。 

 

「
わ
た
し
」
の
父
と
「
あ
な
た
」
は
眼
科
で
出
会
い
、
不
倫
関
係
に
あ
っ
た
。「
わ
た
し
」

が
三
歳
の
頃
、
実
母
が
ベ
ラ
ン
ダ
で
死
亡
す
る
。
そ
れ
か
ら
幼
い
「
わ
た
し
」
に
と
っ
て
ベ
ラ

ン
ダ
は
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
た
。「
わ
た
し
」
は
常
に
爪
を
噛
む
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
家
事

育
児
を
担
当
す
る
実
母
が
い
な
い
こ
と
に
不
便
を
感
じ
た
父
は
、半
年
後
に
入
籍
す
る
こ
と
を

目
指
し
て
「
あ
な
た
」
を
家
に
招
き
入
れ
た
。「
わ
た
し
」
の
継
母
に
な
っ
た
「
あ
な
た
」
は
、

「
わ
た
し
」
を
安
価
な
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
で
手
な
ず
け
る
。
父
は
し
ば
ら
く
し
て
「
あ
な
た
」
以

外
の
女
性
と
関
係
を
持
ち
、「
あ
な
た
」
も
ま
た
、
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
古
本
屋
と
関
係
を
持

つ
。
あ
る
日
、
古
本
屋
が
家
に
訪
ね
て
き
た
の
で
、「
あ
な
た
」
は
「
わ
た
し
」
を
少
し
の
間

ベ
ラ
ン
ダ
に
追
い
出
し
た
。
翌
日
、「
あ
な
た
」
が
古
本
屋
の
家
に
寄
り
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
と
、

古
本
屋
が
急
に
「
あ
な
た
」
の
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
を
舐
め
と
っ
た
の
で
、「
あ
な
た
」
は
目

が
見
え
に
く
く
な
る
。
し
か
た
な
く
そ
の
ま
ま
「
わ
た
し
」
を
迎
え
に
幼
稚
園
へ
行
っ
た
「
あ

な
た
」
は
、「
わ
た
し
」
が
噛
ん
で
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
た
爪
で
園
児
を
傷
つ
け
た
こ
と
を
知
る
。

「
あ
な
た
」
は
透
明
の
マ
ニ
キ
ュ
ア
を
買
っ
て
帰
り
、「
わ
た
し
」
の
爪
を
保
護
す
る
。
そ
の

後
ソ
フ
ァ
で
眠
り
か
け
た
「
あ
な
た
」
の
上
に
、
ス
ナ
ッ
ク
菓
子
で
よ
く
肥
っ
た
「
わ
た
し
」

が
乗
り
、
瞼
を
こ
じ
あ
け
、
爪
か
ら
剥
が
し
た
マ
ニ
キ
ュ
ア
の
薄
片
を
両
目
に
乗
せ
、「
こ
れ

で
よ
く
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
？
」
と
尋
ね
る
。 

以
上
が
、「
爪
と
目
」
の
あ
ら
す
じ
で
あ
る
。
あ
ら
す
じ
か
ら
も
、
ま
た
つ
ぎ
に
引
用
す
る

本
文
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
本
作
は
二
人
称
「
あ
な
た
」
が
多
用
さ
れ
る
小
説
で
あ
る
。
こ
れ

は
一
般
的
に
「
二
人
称
小
説
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
叙
述
方
法
で
あ
り
、
芥
川
賞
受
賞
時
も
、

選
評
で
そ
の
方
法
の
貫
徹
ぶ
り
を
評
価
す
る
も
の
や
、二
人
称
小
説
と
し
て
成
功
し
た
数
少
な

い
例
で
あ
る
と
い
う
評
が
見
ら
れ
た
１

。
本
作
は
、
次
の
よ
う
に
始
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
す
あ
い
だ
、
父
は
謝
り
続
け
て
い
た
。
子
ど
も
が
い
る
ん
だ
、
ま
だ
小
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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
。 

  

「
爪
と
目
」
の
先
行
論
は
多
く
は
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
が
、
本
作
に

は
不
気
味
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
点
、ま
た
そ
の
不
気
味
さ
が
語
り
の
処
理
に
対
す
る
疑
問

や
違
和
感
に
起
因
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
小
川
洋
子
は
芥
川
選
評
で
「
爪
と
目
」
を
次
の
よ

う
に
評
価
し
た
。 

 

「
爪
と
目
」
が
恐
ろ
し
い
の
は
、
三
歳
の
女
の
子
が
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
語
っ
て

い
る
と
い
う
錯
覚
を
、
読
み
手
に
植
え
つ
け
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
語
り
口
が
、

報
告
書
の
よ
う
に
無
表
情
な
の
だ
。
弱
者
で
あ
る
は
ず
の
「
わ
た
し
」
は
、
少
し
ず
つ

「
あ
な
た
」
を
上
回
る
不
気
味
さ
で
彼
女
を
支
配
し
始
め
る
２

。 

 

ま
た
佐
々
木
敦
（
二
〇
一
四
）
は
『
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
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
の
小
説
の
不
気
味
さ
と
は
、
む
し
ろ
「
語
り
＝
叙
述
」
の
あ
り
さ
ま
、
つ
ま
り
ま

さ
し
く
「
人
称
」
の
処
理
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。 

 

ま
ず
第
一
に
、
誰
に
と
っ
て
も
明
ら
か
な
こ
と
だ
と
思
う
が
、
右
に
引
用
し
た
冒
頭

部
分
で
語
ら
れ
て
い
る
コ
ン
タ
ク
ト
レ
ン
ズ
の
場
面
に
は
、「
わ
た
し
」
の
父
親
と
「
あ

な
た
」
と
呼
ば
れ
る
の
ち
の
母
親
し
か
い
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
「
わ
た
し
」
が
不
在

時
の
出
来
事
で
あ
り
、
な
お
か
つ
ま
だ
「
わ
た
し
は
三
歳
の
女
の
子
だ
っ
た
」。
で
は
、

こ
の
出
来
事
を
、
し
か
も
こ
れ
ほ
ど
細
か
く
、
ど
う
し
て
「
わ
た
し
」
は
語
る
こ
と
が

出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

小
川
、
佐
々
木
だ
け
で
な
く
、
岡
和
田
晃
（
二
〇
一
四
）、
松
本
和
也
（
二
〇
一
五
）
ら
も
同

様
に
、「
爪
と
目
」
に
は
不
気
味
さ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
不
気
味
さ
は
、「
な
ぜ
三

歳
の
女
の
子
で
あ
る
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
こ
ん
な
に
も
詳
細
に
語
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
違
和
感
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
３

。 

し
か
し
、
な
ぜ
、「
三
歳
の
女
の
子
で
あ
る
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て

こ
ん
な
に
も
詳
細
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
に
違
和
感
を
覚
え
、
不
気
味
に
感
じ
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
の
評
価
の
基
底
に
は
本
来
知
り
得
な
い
、
語
り
得
な
い
筈
の
も
の
を
「
わ
た
し
」

は
語
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
。
語
れ
な
い
筈
の
こ
と
を
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
語
っ
て

い
る
と
い
う
事
態
に
対
す
る
違
和
感
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
そ
の
私

的
な
過
去
や
外
か
ら
測
れ
な
い
は
ず
の
内
面
ま
で
も
克
明
に
語
る
（
知
っ
て
い
る
）
全
知
の
語

り
手
が
設
定
さ
れ
た
小
説
は
世
に
溢
れ
る
ほ
ど
身
近
な
存
在
で
あ
る
は
ず
だ
。
で
は
な
ぜ
、
そ

れ
ら
の
語
り
手
が
登
場
人
物
に
つ
い
て
語
っ
て
し
ま
え
る
こ
と
は
容
認
さ
れ
な
が
ら
、「
爪
と

目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
語
っ
て
し
ま
え
る
こ
と
は
不
気
味
に
思

わ
れ
る
の
か
？ 

そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
記
述
し
た
論
文
は
、管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な

か
っ
た
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、先
行
論
に
お
い
て
度
々
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
詳
細
に
は
説
明
さ
れ
な
か

っ
た
、「
爪
と
目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
詳
細
に
語
る
こ
と
が
な

ぜ
不
気
味
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
、
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
し
た
い
。
次
節
以
降
で
は
、
神
的
語

り
手
が
有
す
る
特
権
と
人
間
的
語
り
手
に
お
け
る
特
権
の
制
限
、二
人
称
使
用
に
よ
る
口
語
デ

ィ
ス
ク
ー
ル
４

の
想
起
、
と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
、「
爪
と
目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
が

「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
詳
細
に
語
る
こ
と
を
な
ぜ
不
気
味
に
思
う
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。 
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以
下
、
本
稿
に
お
け
る
本
文
引
用
は
す
べ
て
藤
野
可
織
「
爪
と
目
」（
二
〇
一
六
、
新
潮
文

庫
、
新
潮
社
）
に
拠
る
。
ま
た
引
用
文
中
の
傍
線
及
び
注
は
全
て
執
筆
者
が
付
し
た
も
の
で
あ

る
。 

 

二 

語
り
手
の
特
権 

二―

一 

神
的
語
り
手
の
特
権―

権
威
と
偏
在―

 

語
り
手
を
設
定
し
た
と
き
、
そ
の
存
在
が
物
語
世
界
内
５

に
登
場
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
観

点
か
ら
語
り
手
の
性
質
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。物
語
世
界
内
の
登
場
人
物
で
も
あ
る「
私
」

が
語
り
手
の
役
割
も
担
う
所
謂
一
人
称
の
小
説
で
あ
れ
ば
、語
り
手
は
物
語
世
界
内
に
登
場
し

て
い
る
と
捉
え
ら
れ
、
逆
に
全
知
の
神
の
よ
う
な
語
り
手
で
あ
れ
ば
、
物
語
世
界
に
登
場
す
る

こ
と
は
通
常
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
、
語
り
手
が
物
語
世
界
内
に
登
場
す
る
か
し
な
い
か
、
言

い
換
え
れ
ば
、
語
り
手
が
物
語
世
界
内
の
登
場
人
物
の
役
割
も
兼
ね
て
い
る
か
ど
う
か
、
と
い

う
観
点
は
、
語
り
手
の
特
権
を
考
え
る
上
で
重
要
に
な
る
。 

物
語
世
界
に
登
場
し
な
い
神
の
よ
う
な
語
り
手
に
与
え
ら
れ
る
特
権
に
は
、例
え
ば「
権
威
」

や
「
偏
在
」
が
あ
る
６

。
権
威
と
は
、
自
分
以
外
の
誰
か
の
内
面
を
描
写
す
る
こ
と
で
あ
り
、

偏
在
と
は
、
物
語
世
界
に
お
け
る
同
時
刻
に
複
数
の
場
で
起
き
た
こ
と
を
描
写
す
る
、
あ
る
い

は
異
な
る
場
所
で
起
き
る
諸
情
景
間
を
自
由
に
行
き
来
し
て
描
写
す
る
こ
と
で
あ
る
。次
に
例

を
挙
げ
る
。 

 

〈
権
威
の
例
〉 

語
り
手
：
物
語
世
界
に
登
場
す
る
こ
と
の
な
い
語
り
手 

傍
線
部
：
登
場
人
物
「
遼
一
」
の
心
情
・
内
面 

せ
め
て
女
の
子
の
荷
物
で
も
持
と
う
と
思
っ
た
が
、
自
分
の
荷
物
が
重
す
ぎ
て
人
の

荷
物
ま
で
は
と
て
も
手
が
回
ら
な
い
。 

 

ま
あ
そ
れ
ほ
ど
重
そ
う
で
も
な
い
か
ら
、
勘
弁
し
て
も
ら
う
か―

―

女
の
子
の
提
げ

た
袋
の
中
身
を
ち
ら
り
と
覗
く
と
、
野
菜
だ
の
肉
だ
の
の
食
材
が
主
だ
っ
た
。 

「
こ
の
辺
っ
て
ま
だ
買
い
物
で
き
る
ん
だ
？
配
給
だ
け
じ
ゃ
な
し
に
」 

「
は
い
。
米
ド
ル
じ
ゃ
な
い
と
通
用
し
な
い
け
ど
近
く
に
外
国
人
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
あ

る
ん
で
す
。
秋
庭
さ
ん…

…

あ
、
あ
た
し
の
大
家
さ
ん
が
、
大
陸
系
の
商
人
は
ど
ん
な

こ
と
に
な
っ
て
も
最
後
ま
で
商
売
や
め
な
い
っ
て
。
そ
れ
に
不
法
滞
在
の
人
と
か
配
給

も
ら
え
な
い
か
ら
、
そ
う
い
う
人
向
け
に
も
重
要
な
お
店
だ
っ
て
」 

「
へ
え…

…

」 

 

世
の
中
こ
ん
な
に
な
っ
て
も
人
間
意
外
と
タ
フ
な
ん
だ
な
。
そ
ん
な
こ
と
を
思
っ
た

時
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
上
で
ず
る
り
と
足
が
滑
っ
た
。 

（
中
略
） 

 

ギ
ャ
ー
ギ
ャ
ー
と
喚
き
合
う
二
人
を
見
な
が
ら
、
遼
一
は
隣
近
所
を
見
回
し
た
。
住

人
が
い
た
ら
何
事
か
と
出
て
き
て
し
ま
い
そ
う
な
騒
ぎ
だ
が
、
左
右
の
ド
ア
は
静
ま
り

返
っ
た
ま
ま
だ
。
他
に
住
人
は
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

そ
れ
で
も
こ
の
騒
ぎ
を
放
置
す
る
の
は
ど
う
か
と
思
わ
れ
た
の
で
、
遼
一
は
二
人
の

間
に
口
を
挟
ん
だ
。 

「
あ
の
う…

…

」 

（
有
川
浩
『
潮
の
街
』、
二
〇
一
〇
年
、
角
川
文
庫
、
角
川
書
店
） 

  
こ
の
語
り
手
は
、「
遼
一
は
隣
近
所
を
見
回
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
通

り
「
遼
一
」
で
は
な
い
が
、
遼
一
の
心
情
を
語
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
自
分
以
外
の
他
者
の

内
面
を
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
、
語
り
手
の
特
権
で
あ
る
「
権
威
」
を
有
し
て
い

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。 
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〈
偏
在
の
例
一
〉 

語
り
手
：
物
語
世
界
に
登
場
す
る
こ
と
の
な
い
語
り
手 

「
俺
も
一
緒
に
行
く
」 

 

慎
也
は
頷
く
。 

「
そ
れ
と
、
一
つ
頼
み
が
あ
る
ん
だ
」 

「
何
だ
」 

雅
斗
が
返
す
と
慎
也
は
こ
う
言
っ
た
の
だ
。 

「
メ
ー
ル
の
内
容
。
思
い
出
し
て
く
れ
」 

 

一
拍
間
を
お
き
、
分
か
っ
た
。
雅
斗
は
力
強
く
頷
い
た
の
だ
っ
た
。 

  

一
方
そ
の
頃
、朱
美
は
慎
也
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
部
屋
の
中
で
寝
込
ん
で
い
た
。

朝
か
ら
具
合
が
悪
く
、
働
い
て
い
る
花
屋
に
連
絡
を
入
れ
、
こ
の
日
の
仕
事
は
休
ん
だ

の
だ
。
そ
の
事
を
慎
也
は
知
ら
な
い
。 

（
山
田
悠
介
『
＠
ベ
イ
ビ
ー
メ
ー
ル
』、
二
〇
一
五
年
、
角
川
文
庫
、
角
川
書
店
） 

 

〈
偏
在
の
例
二
〉 

語
り
手
：
物
語
世
界
に
登
場
す
る
こ
と
の
な
い
語
り
手 

 

市
の
空
に
高
く
そ
び
え
て
、
幸
福
な
王
子
の
像
が
、
ま
る
い
柱
の
台
の
上
に
立
っ
て

い
ま
し
た
。（
中
略
） 

 

こ
の
像
は
、
だ
れ
に
も
ひ
ど
く
ほ
め
た
た
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

「
風
見
鳥
に
お
と
ら
な
い
美
し
さ
だ
。」 

と
、
市
会
議
員
の
ひ
と
り
は
、
芸
術
の
わ
か
る
人
だ
、
と
人
か
ら
い
っ
て
も
ら
い
た
く

て
、
そ
う
い
う
の
で
し
た
。（
中
略
） 

 

お
月
さ
ま
を
と
っ
て
く
れ
と
、
な
い
て
せ
が
む
小
さ
な
男
の
子
に
、
も
の
わ
か
り
の

い
い
お
か
あ
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
の
で
し
た
。 

「
ど
う
し
て
ぼ
う
や
は
、
あ
の
幸
福
な
王
子
さ
ま
の
よ
う
に
は
で
き
な
い
の
。
幸
福
な

王
子
さ
ま
は
、
も
の
を
せ
が
ん
だ
り
は
し
ま
せ
ん
よ
。」 

 

が
っ
か
り
し
て
し
ょ
げ
た
男
は
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
像
を
じ
っ
と
見
つ
め
な
が
ら
、

つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。 

「
こ
の
世
に
、
ま
っ
た
く
幸
福
な
人
が
い
る
と
い
う
の
は
、
う
れ
し
い
こ
と
だ
。」 

 

慈
善
院
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ぴ
か
ぴ
か
し
た
ま
っ
か
な
マ
ン
ト
に
く
る
ま
り
、
き
れ

い
な
白
い
前
か
け
を
か
け
て
、
大
聖
堂
の
中
か
ら
出
て
き
な
が
ら
、
こ
う
い
い
ま
し
た
。 

「
ま
る
で
天
使
さ
ま
の
よ
う
だ
。」 

（
中
略
） 

 

あ
る
夜
、
一
わ
の
小
さ
な
ツ
バ
メ
が
、
市
の
上
を
と
ん
で
い
き
ま
し
た
。
友
人
た
ち

は
み
ん
な
、
六
週
間
ほ
ど
ま
え
に
、
エ
ジ
プ
ト
へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の

ツ
バ
メ
は
あ
と
に
の
こ
っ
て
い
ま
し
た
。 

（
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
「
幸
福
な
王
子
」『
少
年
少
女
新
世
界
文
学
全
集
5
』、 

一
九
六
四
年
、
講
談
社
） 

  

例
一
で
は
、
慎
也
と
雅
斗
が
話
し
合
っ
て
い
る
場
面
と
、
同
時
刻
に
別
の
場
所
で
朱
美
が
寝

込
ん
で
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
語
り
手
が
物
語
世
界
に
お
け
る
同
時
刻
に

複
数
の
場
で
起
き
た
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
二
で
は
、
幸
福
な
王
子
、
市

会
議
員
、
小
さ
な
男
の
子
と
お
か
あ
さ
ん
、
し
ょ
げ
た
男
、
慈
善
院
の
子
ど
も
た
ち
、
ツ
バ
メ
、

ツ
バ
メ
の
友
人
た
ち
、
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
「
幸
福
な
王
子
の
像
」
を
見

た
の
は
、
同
じ
時
刻
、
同
じ
場
所
で
は
な
い
が
、
語
り
手
は
そ
れ
ら
を
難
な
く
記
述
で
き
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
例
一
、
二
の
語
り
手
は
ど
ち
ら
も
、
語
り
手
の
特
権
で
あ
る
「
偏
在
」
を

有
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。 
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権
威
の
例
文
も
、
偏
在
の
例
文
も
、
至
っ
て
普
通
の
よ
く
あ
る
小
説
の
地
の
文
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
文
章
を
読
ん
で
も
我
々
は
さ
ほ
ど
疑
問
を
抱
か
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
我
々
は
神

の
よ
う
な
語
り
手
で
あ
れ
ば
他
者
の
内
面
を
勝
手
に
語
ろ
う
が
、あ
ち
こ
ち
に
同
時
に
存
在
し

よ
う
が
気
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
語
り
手
が
全
知
の
、
神
の
よ
う
な

語
り
手
で
は
な
く
、一
登
場
人
物
と
し
て
物
語
世
界
内
に
存
在
し
て
い
た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ

う
か
。 

 

二―

二 

人
間
的
語
り
手
に
お
け
る
特
権
の
制
限 

 

前
節
で
、
物
語
世
界
内
に
登
場
し
な
い
全
知
の
神
の
よ
う
な
語
り
手
に
は
、
権
威
や
偏
在
と

い
っ
た
特
権
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
本
節
で
は
、
物
語
世
界
内
に
存
在
す
る
登
場

人
物
の
役
割
も
兼
ね
た
語
り
手
に
お
い
て
、語
り
手
の
特
権
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

 

先
述
の
通
り
、
小
説
の
語
り
手
、
特
に
全
知
の
、
神
の
よ
う
な
語
り
手
に
は
、
物
語
世
界
の

登
場
人
物
に
は
通
常
許
さ
れ
な
い
「
権
威
」
や
「
偏
在
」
と
い
う
特
権
が
与
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
特
権
を
持
つ
語
り
手
は
物
語
世
界
と
は
別
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
物
語
世
界
の
出
来
事
を

記
述
す
る
。
一
方
で
、
神
の
よ
う
で
な
い
、
物
語
世
界
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
も
登
場
す
る
人
間
的
な

語
り
手
に
は
、
通
常
権
威
や
偏
在
と
い
っ
た
特
権
が
許
さ
れ
ず
、
基
本
的
に
個
人
的
体
験
し
か

語
れ
な
い
。
実
際
、
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
物
語
世
界
内
の
登
場
人
物
「
わ
た
し
」
で
も
あ
る

場
合
、
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
他
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
語
る
際
に
は
通
常
次
の
よ
う
に
語
ら

れ
る
。 

 

先
生
は
何
と
も
答
え
な
か
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、「
私
の
は
本
当
の
墓
参
り
だ

け
な
ん
だ
か
ら
」
と
い
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
墓
参
と
散
歩
を
切
り
離
そ
う
と
す
る
風
に

見
え
た
。
私
と
行
き
た
く
な
い
口
実
だ
か
何
だ
か
、
私
に
は
そ
の
時
の
先
生
が
、
い
か

に
も
子
供
ら
し
く
て
変
に
思
わ
れ
た
。
私
は
な
お
と
先
へ
出
る
気
に
な
っ
た
。 

「
じ
ゃ
お
墓
参
り
で
も
好
い
か
ら
い
っ
し
ょ
に
伴
れ
て
行
っ
て
下
さ
い
。
私
も
お
墓
参

り
を
し
ま
す
か
ら
」 

 

実
際
私
に
は
墓
参
と
散
歩
と
の
区
別
が
ほ
と
ん
ど
無
意
味
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
す
る
と
先
生
の
眉
が
ち
ょ
っ
と
曇
っ
た
。
眼
の
う
ち
に
も
異
様
の
光
が
出
た
。

そ
れ
は
迷
惑
と
も
嫌
悪
と
も
畏
怖
と
も
片
付
け
ら
れ
な
い
微
か
な
不
安
ら
し
い
も
の
で

あ
っ
た
。 

（
夏
目
漱
石
『
こ
こ
ろ
』、
一
九
九
一
年
、
集
英
社
文
庫
、
集
英
社
） 

 

語
り
手
「
私
」
は
、「
私
」
の
内
面
に
つ
い
て
「
○
○
思
わ
れ
た
」「
○
○
す
る
気
に
な
っ
た
」

と
直
接
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、「
私
」
以
外
の
登
場
人
物
「
先
生
」
の
内
面
に

つ
い
て
は
、「
○
○
風
に
見
え
た
」「
眉
が
ち
ょ
っ
と
曇
っ
た
」「
眼
の
う
ち
に
も
異
様
の
光
が

出
た
」「
○
○
ら
し
い
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
外
見
を
描
く
か
、
外
見
か
ら
先
生

の
内
面
を
推
測
す
る
か
に
と
ど
め
て
い
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
こ
の
タ
イ
プ
の
語
り
方
が
、
現

実
の
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
モ
デ
ル
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
人
間
的
語
り
手
は
、

現
実
の
我
々
と
同
様
に
、
自
分
が
見
て
、
聞
い
て
、
感
じ
た
こ
と
を
語
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

自
分
が
体
験
し
て
い
な
い
こ
と
は
語
れ
な
い
。も
ち
ろ
ん
自
分
自
身
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た

場
面
に
つ
い
て
克
明
に
語
る
の
も
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。物
語
世
界
の
一
段
上
位
に
の
み
存

在
す
る
神
的
語
り
手
と
は
異
な
り
、
物
語
世
界
内
に
も
登
場
す
る
人
間
的
語
り
手
「
わ
た
し
」

は
他
の
登
場
人
物
と
同
様
に
、人
間
が
持
て
る
情
報
量
以
上
を
持
つ
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
（
神
的
語
り
手
に
許
さ
れ
て
い
た
特
権
が
制
限
さ
れ
る
）。 

 
こ
こ
ま
で
で
、
神
的
語
り
手
に
与
え
ら
れ
る
特
権
と
、
人
間
的
語
り
手
に
お
け
る
そ
の
制
限

に
つ
い
て
説
明
し
て
き
た
。
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 
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・
神
的
語
り
手
に
は
権
威
や
偏
在
と
い
っ
た
特
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
小
説

の
約
束
事
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。 

・
人
間
的
語
り
手
に
は
、
神
的
語
り
手
が
持
つ
特
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
稀
で
、
個
人
的
体

験
し
か
語
れ
な
い
。
人
間
的
語
り
手
が
個
人
的
体
験
以
上
の
も
の
を
語
ろ
う
と
す
る
と
、
現

実
の
談
話
と
同
様
に
、
読
者
は
通
常
「
な
ぜ
そ
こ
ま
で
語
れ
る
の
か
？
」
と
い
っ
た
疑
問
や

違
和
感
を
抱
く
こ
と
に
な
る
。 

  

な
お
、
語
り
手
、
特
に
神
的
語
り
手
に
多
く
の
特
権
が
付
与
さ
れ
う
る
と
は
言
っ
て
も
、
常

に
そ
れ
が
行
使
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。語
り
手
は
例
え
全
知
で
あ
っ
て
も
通
常
手
持
ち
の
情

報
を
隠
し
つ
つ
語
る
も
の
で
あ
る
７

。 

 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
語
り
手
の
特
権
性
と
そ
の
制
限
と
い
う
観
点
か
ら
、「
爪

と
目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
詳
細
に
語
る
こ
と
を
な
ぜ
不
気
味
に

思
う
の
か
を
考
え
て
い
こ
う
。 

 

三 

「
爪
と
目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
の
特
権 

「
爪
と
目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
、
物
語
世
界
の
登
場
人
物
の
役
割
も
兼
ね
た
人
間
的

語
り
手
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
は
、
人
間
的
語
り
手
に
な
さ
れ
る
は
ず
の
制
限
を
も
の
と
も
せ

ず
、
神
的
語
り
手
の
ご
と
く
特
権
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
。
次
に
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
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
。（
中
略
）
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
。 

（
九
～
一
〇
頁
） 

 

冒
頭
で
も
引
用
し
た
こ
の
部
分
の
傍
線
部
は
登
場
人
物「
あ
な
た
」の
内
面
描
写
で
あ
る
が
、

語
り
手
「
わ
た
し
」
は
特
に
「
○
○
の
よ
う
に
見
え
た
」「
○
○
ら
し
か
っ
た
」
と
い
う
表
現

を
用
い
ず
直
接
、
自
分
以
外
の
他
者
の
内
面
を
語
っ
て
い
る
。
先
述
の
通
り
、
こ
れ
は
一
般
に

は
神
的
語
り
手
に
し
か
許
さ
れ
な
い
「
権
威
」
で
あ
る
が
、「
爪
と
目
」
の
人
間
的
語
り
手
「
わ

た
し
」
は
そ
の
権
威
を
行
使
し
て
い
る
。 

さ
ら
に
、
引
用
場
面
当
時
、
登
場
人
物
「
わ
た
し
」
は
一
歳
半
で
あ
り
、
恐
ら
く
亡
く
な
る

前
の
実
母
と
共
に
い
た
は
ず
で
あ
る
。
父
の
不
倫
現
場
に
娘
が
い
る
こ
と
も
、
娘
の
目
の
前
で

父
が
不
倫
相
手
に
「
子
ど
も
が
い
る
ん
だ
」
と
発
言
す
る
こ
と
も
考
え
に
く
い
の
で
、
登
場
人

物
「
わ
た
し
」
の
不
在
は
確
実
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
、「
権
威
」
と
同

じ
く
神
的
語
り
手
の
特
権
で
あ
る
「
偏
在
」
も
、
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
行
使
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。 

こ
の
場
面
以
外
に
も
、
語
り
手
「
わ
た
し
」
の
特
権
が
発
揮
さ
れ
る
場
面
は
随
所
に
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
次
に
引
用
す
る
箇
所
で
は
、「
あ
な
た
」
だ
け
で
な
く
「
あ
な
た
」
の
母
親
や
、

「
わ
た
し
」
の
父
親
の
内
面
ま
で
も
描
写
で
き
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。 

 
「
だ
っ
て
奥
さ
ん
は
私
た
ち
の
こ
と
知
ら
な
か
っ
た
の
に
」
と
あ
な
た
は
か
ん
た
ん

に
言
い
放
っ
た
。「
奥
さ
ん
ど
こ
ろ
か
、世
界
中
の
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
の
に
。そ
れ
に
、

私
、
結
婚
し
た
く
て
つ
き
あ
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
し
」 
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父
の
死
ん
だ
妻
が
不
倫
を
知
ら
な
か
っ
た
な
ん
て
ど
う
し
て
断
言
で
き
る
の
だ
ろ
う
、

と
あ
な
た
の
母
親
は
思
う
。
で
も
、
不
倫
を
知
っ
て
い
た
証
拠
も
な
い
の
だ
っ
た
。 

（
三
〇
頁
） 

 

あ
な
た
の
閲
覧
す
る
ブ
ロ
グ
に
は
、
収
納
術
に
つ
い
て
の
指
南
を
掲
載
し
て
い
る
も

の
も
多
か
っ
た
。
死
ん
だ
母
の
域
に
は
遠
く
及
ば
な
い
が
、
あ
な
た
は
そ
れ
ら
を
参
考

に
、
掃
除
や
整
頓
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
父
は
い
い
傾
向
だ
と
思
っ
た
。
環
境
さ
え

提
供
し
て
や
れ
ば
、
女
性
は
こ
の
よ
う
に
自
然
に
妻
と
し
て
、
母
と
し
て
か
た
ち
を
為

し
て
い
く
も
の
だ
。
自
分
が
選
ん
だ
の
は
、
そ
う
い
っ
た
正
常
な
本
能
を
持
っ
た
健
康

な
女
性
だ
っ
た
。
父
は
悦
に
入
っ
た
。
こ
う
な
る
と
、
当
面
の
と
こ
ろ
子
ど
も
を
産
ま

せ
て
や
れ
な
い
の
が
、
か
わ
い
そ
う
で
な
ら
な
か
っ
た
。 

（
六
六
頁
） 

  

さ
ら
に
は
、登
場
人
物
本
人
以
上
に
そ
の
内
面
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
語
り
方
さ
え
見
ら

れ
る
。 

 

あ
な
た
は
、
こ
の
種
の
面
倒
を
、
い
つ
か
は
自
分
も
負
う
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ

の
い
つ
か
が
い
つ
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
妊
娠
と
い
う
現
象
は
古
来
、
多
く
の
体

を
飲
み
込
み
、
今
こ
の
瞬
間
も
こ
れ
か
ら
先
も
次
々
と
飲
み
込
み
続
け
て
い
く
の
で
、

そ
れ
な
ら
ば
、
明
確
な
意
志
を
持
っ
て
拒
否
し
な
い
か
ぎ
り
、
自
分
の
体
も
そ
の
う
ち

飲
み
込
ま
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
あ
な
た
は
考
え
て
い
た
。
い
い
え
、
考
え
て
さ
え

い
な
か
っ
た
。
考
え
な
く
て
も
い
い
く
ら
い
、
そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
あ

な
た
が
考
え
て
い
た
の
は
、
今
、
妊
娠
す
る
の
は
気
乗
り
が
し
な
い
の
で
、
す
で
に
産

ん
で
あ
る
子
ど
も
は
好
都
合
だ
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
三
歳
の
女
の
子
だ
っ

た
。
む
か
し
、
犬
や
猫
や
小
鳥
を
飼
っ
て
み
た
か
っ
た
気
持
ち
を
思
い
出
し
、
あ
な
た

は
わ
く
わ
く
し
た
。 

（
一
一
頁
） 

 

「
わ
た
し
」
は
「
あ
な
た
」
の
考
え
を
ま
る
で
全
知
の
、
神
的
語
り
手
の
如
く
語
る
。「
考
え

て
い
た
。
い
い
え
、
考
え
て
さ
え
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
描
写
か
ら
は
、
妊
娠
と
い
う
現
象
を

当
然
の
こ
と
と
し
て
ほ
と
ん
ど
意
識
し
て
い
な
い
「
あ
な
た
」
の
考
え
を
、「
あ
な
た
」
自
身

が
認
識
し
て
い
る
以
上
に
、語
り
手「
わ
た
し
」が
詳
細
に
語
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。 

本
節
で
は
、「
爪
と
目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
、
人
間
的
語
り
手
で
あ
り
な
が
ら
も
、

神
的
語
り
手
の
よ
う
に
特
権
を
行
使
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。一
般
的
に
は
神
に
し
か
許

さ
れ
な
い
こ
と
を
人
間
が
し
て
い
る
と
い
う
違
和
感
。
さ
ら
に
、
こ
の
越
権
行
為
と
で
も
い
う

べ
き
も
の
が
、当
時
三
歳
の
女
の
子
の
視
点―

同
じ
人
間
の
中
で
も
大
人
に
比
べ
て
認
知
能
力

的
に
劣
り
、社
会
の
権
力
構
造
の
中
で
も
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
女
児―

で
行
わ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
、
小
説
の
約
束
事
か
ら
の
逸
脱
が
、「
爪
と
目
」
の
不
気
味
さ
の

一
端
を
担
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

次
節
で
は
、二
人
称
を
用
い
る
こ
と
で
、こ
の
越
権
・
逸
脱
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
違
和
感
が
、

更
に
強
化
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。 

 

四 

二
人
称
を
用
い
る
こ
と
で
想
起
さ
れ
る
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル 

 
二
人
称
を
小
説
の
語
り
に
持
ち
込
む
こ
と
で
得
ら
れ
る
効
果
と
し
て
、
語
り
手
「
わ
た
し
」

と
聞
き
手「
あ
な
た
」と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
想
起
さ
れ
や
す
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
小
説
に
お
い
て
も
、
一
般
的
に
は
「
語
り
手
」
と
そ
れ
に
対
応
す
る
「
聞
き
手
」

を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
８

。
し
か
し
テ
ク
ス
ト
の
中
に
聞
き
手
の
存
在
が
明
記
さ
れ
る
こ

と
は
稀
で
あ
る
た
め
、
一
般
的
な
一
人
称
・
三
人
称
小
説
で
は
、「
語
り
手―

聞
き
手
」
の
コ
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ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
強
く
想
起
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、「
あ
な
た
」「
き
み
」
等
の
二
人
称
、

つ
ま
り
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
相
手
を
明
確
に
指
示
す
る
人
称
を
使
用
す
る
と
、あ
る
主
体
が
あ
る

受
け
手
に
何
か
を
語
り
掛
け
て
い
る
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
が
、否
応
な
く
想
定

さ
れ
る
。
こ
の
場
は
、
通
常
の
小
説
に
お
け
る
「
語
り
手―

聞
き
手
」
の
関
係
よ
り
も
、
よ
り

顕
か
で
、
さ
ら
に
現
実
の
談
話
に
お
け
る
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
近
似
し
た
も
の
に
な
る
。 

 

揚
妻
（
二
〇
一
八
）
９

に
よ
る
と
、
口
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
お
い
て
話
し
手
は
、
自
分
の

主
観
に
よ
っ
て
世
界
を
見
る
し
か
な
い
の
で
、基
本
的
に
は
自
分
以
外
の
他
人
の
心
的
内
容
を

表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
を
一
人
称
制
限
と
い
う
。
一
方
で
、
小
説
や
昔
話
の
地
の

文
の
「
語
り
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
制
限
が
解
除
さ
れ
る
。 

 

三
人
称
の
〈
語
り
〉
は
、
口
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
大
き
く
異
な
る
。
三
人
称
の
〈
語

り
〉
は
「
客
観
描
写
」
と
も
「
神
の
視
点
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
あ
た
か
も
す
べ
て
の

事
態
（
人
間
の
心
的
内
容
も
含
め
）
す
べ
て
が
客
観
的
に
把
握
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う

な
視
点
か
ら
事
態
が
語
ら
れ
る
。
口
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
場
合
は
〈
い
ま
／
こ
こ
〉

に
お
け
る
個
人
主
体
で
あ
る
〈
わ
た
し
〉
か
ら
の
事
態
把
握
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
あ
る
限
ら
れ
た
視
点
か
ら
の
事
態
把
握
で
あ
る
が
、〈
神
の
視
点
〉
は
普
遍
的
に
事

態
を
把
握
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、〈
い
ま
〉
と
い
う
時
間
的
制
約
、〈
こ
こ
〉
と
い
う
空

間
的
制
約
、〈
わ
た
し
〉
と
い
う
主
観
の
制
約
か
ら
す
べ
て
解
放
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に

事
態
を
語
る
〈
わ
た
し
〉
も
、
そ
れ
を
聞
く
〈
あ
な
た
〉
も
表
層
上
は
消
去
さ
れ
て
い

る
。
三
人
称
の
〈
語
り
〉
に
お
い
て
は
、
客
観
的
事
態
が
羅
列
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。 

 

揚
妻
は
「
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
と
「
三
人
称
の
語
り
」
を
対
置
し
て
、
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

に
お
け
る
一
人
称
制
限
と
三
人
称
の
語
り
に
お
け
る
制
限
の
解
除
を
説
明
し
た
１
０

。 

 

こ
の
一
人
称
制
限
１
１

と
い
う
概
念
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
小
説
に
お
い
て
二
人
称
が
多
用

さ
れ
、
読
者
に
、
現
実
の
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
近
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
強
く
想
起
さ

れ
て
し
ま
う
と
何
が
起
こ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
話
し
手
は
「〈
い
ま

／
こ
こ
〉
に
お
け
る
個
人
主
体
で
あ
る
〈
わ
た
し
〉
か
ら
の
事
態
把
握
を
述
べ
」
な
く
て
は
な

ら
な
い
た
め
、
基
本
的
に
は
自
分
以
外
の
他
者
の
心
的
内
容
を
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

二
人
称
を
用
い
る
こ
と
で
現
実
の
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
強
く
想
起
さ
せ
る
小
説
の
語
り
手

は
、
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
に
お
け
る
話
し
手
に
近
似
す
る
。
そ
の
結
果
、
語
り
手
自
身
以
外
の

他
者
の
（
し
か
も
現
実
の
談
話
場
面
で
あ
れ
ば
目
の
前
に
い
る
相
手
「
あ
な
た
」
の
）
心
的
内

容
を
表
現
す
る
こ
と
は
、一
人
称
制
限
に
対
す
る
違
反
と
し
て
感
じ
ら
れ
や
す
く
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。 

「
爪
と
目
」
の
語
り
手
は
、
神
的
語
り
手
に
比
べ
て
特
権
が
制
限
さ
れ
る
は
ず
の
、
三
歳
の

女
の
子
の
人
間
的
語
り
手
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
、「
爪
と
目
」
は
、
二
人
称
の
効
果
的
な

使
用
に
よ
っ
て
、
語
り
手
を
現
実
の
話
し
手
同
様
、〈
い
ま
／
こ
こ
〉
に
お
け
る
〈
わ
た
し
〉

か
ら
の
事
態
把
握
し
か
述
べ
ら
れ
な
い
存
在
に
一
層
近
似
さ
せ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
爪
と

目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
は
、
誰
の
こ
と
も
何
時
の
こ
と
も
自
在
に
語
り
う
る
神
的
語
り
手

か
ら
、最
も
遠
ざ
か
っ
た
存
在
と
し
て
、最
も
制
限
を
か
け
ら
れ
た
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
た
、

と
言
え
る
。
そ
の
う
え
で
、
彼
女
は
こ
の
特
権
の
制
限
を
違
反
し
、
神
の
よ
う
に
他
人
の
心
や

様
々
な
場
面
を
語
る
越
権
行
為
を
行
っ
た
。
ゆ
え
に
、「
爪
と
目
」
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
読

者
に
不
気
味
さ
を
覚
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
、
で
き
る
は
ず
の
な

い
こ
と
を
、
目
の
前
で
彼
女
は
行
う
か
ら
。 

 
五 
お
わ
り
に 

従
来
、「
爪
と
目
」
は
、「
な
ぜ
三
歳
の
女
の
子
で
あ
る
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」

に
つ
い
て
こ
ん
な
に
も
多
く
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
な
ぜ
そ
こ
ま
で
知
り
う
る
の
か
、
わ

か
ら
な
い
か
ら
不
気
味
に
感
じ
る
」
と
い
う
感
覚
を
も
っ
て
論
評
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ



21（     ）

も
そ
も
な
ぜ
読
者
は
「
爪
と
目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
「
あ
な
た
」
に
つ
い
て
詳
細
に
語

る
こ
と
が
不
気
味
に
感
じ
ら
れ
る
の
か
、の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ

た
。 本

稿
で
は
、「
爪
と
目
」
の
語
り
手
は
、
三
歳
の
女
の
子
と
い
う
神
的
語
り
手
か
ら
遠
く
離

れ
た
人
間
的
語
り
手
で
あ
る
こ
と
、さ
ら
に
二
人
称
を
用
い
て
現
実
の
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を

想
起
さ
せ
る
こ
と
で
語
り
手
の
持
ち
得
る
特
権
に
、よ
り
厳
し
い
制
限
を
設
け
て
い
る
こ
と
を

指
摘
し
た
。
そ
の
う
え
で
、「
爪
と
目
」
の
語
り
手
「
わ
た
し
」
が
そ
れ
ら
の
厳
し
い
制
限
を

逸
脱
し
、
大
胆
な
越
権
行
為
を
行
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
読
者
は
そ
の
行
為
に
対
し
て
違
和
感

を
抱
き
、
不
気
味
さ
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
た
。 

不
気
味
さ
は
、
こ
う
あ
る
は
ず
・
こ
う
あ
る
べ
き
、
と
い
う
自
身
の
内
に
あ
る
規
範
を
破
ら

れ
た
と
き
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
爪
と
目
」
は
小
説
を
受
容
す
る
者
が
明
に
暗
に
持

っ
て
い
た
規
範
意
識
（
小
説
の
約
束
事
）
を
破
る
こ
と
で
違
和
感
を
抱
か
せ
、
不
気
味
に
思
わ

せ
た
と
言
え
る
。
本
稿
で
論
じ
た
こ
の
現
象
は
、
実
は
不
気
味
の
谷
１
２

の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し

て
知
ら
れ
る
分
類
困
難
仮
説
１
３

と
一
致
す
る
点
が
多
い
。
分
類
困
難
仮
説
で
は
、
あ
る
対
象

を
既
知
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、そ
の
対
象
に
対
し
て
不
気
味
に
思

う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
人
間
に
あ
る
程
度
以
上
似
て
い
る
ロ
ボ
ッ
ト
、
顔
は
ネ
ズ

ミ
に
見
え
る
が
体
は
二
足
歩
行
動
物
に
見
え
る
イ
ラ
ス
ト
、犬
の
写
真
と
犬
の
ぬ
い
ぐ
る
み
の

写
真
か
ら
作
っ
た
モ
ー
フ
ィ
ン
グ
画
像
の
よ
う
に
、既
知
の
カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
対
象
に
出
会
っ
た
と
き
に
、
不
気
味
に
思
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。 

右
の
仮
説
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、「
爪
と
目
」
は
、
既
知
の
（
規
範
的
）
小
説
と
い
う

カ
テ
ゴ
リ
に
分
類
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
が
、か
と
い
っ
て
小
説
で
は
な
い
他
の
カ
テ
ゴ
リ

に
分
類
す
る
こ
と
も
で
き
ず
不
気
味
に
思
う
、
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
留
意
し

て
お
き
た
い
の
が
、「
爪
と
目
」
は
小
説
の
規
範
的
な
在
り
方
か
ら
逸
脱
し
て
い
な
が
ら
も
、

小
説
の
カ
テ
ゴ
リ
か
ら
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。芥
川
賞
を
受
賞
し
た
こ
と

か
ら
も
、
本
作
が
あ
る
程
度
以
上
、
小
説
と
し
て
受
容
さ
れ
た
こ
と
は
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

本
作
は
、
規
範
か
ら
逸
脱
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
い
て
小
説
と
し
て
破
綻
し
な
い
、
い
わ
ば
不
気

味
の
谷
の
よ
う
な
状
態
を
つ
く
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
だ
と
言
え
る
。
し
た
が
っ
て
、「
爪
と

目
」
は
、
小
説
の
在
り
方
（
特
に
語
り
の
在
り
方
）
を
ず
ら
し
、
ひ
ず
み
を
生
み
、
し
か
し
小

説
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
か
ら
排
除
さ
れ
な
い
形
で
、
小
説
の
在
り
方
を
内
部
か
ら
変
え
て
い
く
、

ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
革
命
家
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
考
え
る
。 

   

注 １ 

二
〇
一
三
年
芥
川
賞
選
評
で
は
次
の
よ
う
な
評
が
見
ら
れ
た
。「「
爪
と
目
」
は
、
最
近
珍
し
い
二
人
称

で
書
か
れ
て
い
て
」（
奥
泉
光
）「「
爪
と
目
」
は
成
功
例
の
少
な
い
二
人
称
小
説
と
し
て
は
、
例
外
的
に

う
ま
く
い
っ
て
い
る
」（
島
田
雅
彦
）「「
爪
と
目
」
は
、
二
人
称
を
巧
み
に
使
っ
た
一
篇
で
あ
る
。
二
人

称
小
説
は
と
き
お
り
み
か
け
る
が
、成
功
し
た
作
品
は
少
な
い
。」（
宮
本
輝
）。（
小
川
洋
子 

島
田
雅
彦 

堀

江
敏
幸 

高
樹
の
ぶ
子 

宮
本
輝 

川
上
弘
美 

山
田
詠
美 

村
上
龍
「
芥
川
賞
選
評
」（
二
〇
一
三
年
九
月
、

『
文
芸
春
秋
』
九
一
巻
一
〇
号
、
三
九
八―

四
〇
七
頁
、
文
芸
春
秋
社
）） 

２ 

注
1
同
誌 

３ 

岡
和
田
晃
「「
私
」
と
〈
怪
物
〉
と
の
距
離
：
藤
野
可
織
の
〈
リ
ア
リ
ズ
ム
〉」（
二
〇
一
四
年
一
月
、『
早

稲
田
文
学
［
第
十
次
］』、
一
〇
五―

一
一
一
頁
）、
松
本
和
也
「
藤
野
可
織
「
爪
と
目
」
の
話
法
」（
二
〇

一
五
年
四
月
、『
ゲ
ス
ト
ハ
ウ
ス
』
七
巻
、
九―

一
八
頁
、
信
州
大
学
人
文
学
部
人
文
学
科
松
本
和
也
研

究
室
） 

４ 

デ
ィ
ス
ク
ー
ル
／
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
／
言
説
。
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
と
い
う
語
は
語
ら
れ
る
文
脈
に
よ
っ
て
異

な
る
用
い
ら
れ
方
を
す
る
が
、
本
稿
で
は
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
の
、
ヒ
ス
ト
ワ
ー
ル
に
対
す
る
デ
ィ
ス
ク
ー

ル
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。ヒ
ス
ト
ワ
ー
ル
は
言
表
行
為
と
の
直
接
的
な
関
係
性
を
内
に
含
ま
な
い
表
現

（
彼
は
行
っ
た
・
彼
女
は
、
そ
の
女
の
人
に
、
何
百
回
と
な
く
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
言
い
ま
し
た
）。

一
方
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
は
、
言
表
行
為
と
の
関
係
性
を
内
に
含
み
、
送
り
手
と
受
け
手
の
存
在
を
内
包
す
る

（
彼
は
行
っ
て
し
ま
っ
て
、
こ
こ
に
は
い
ま
せ
ん
・
私
は
、
あ
な
た
に
、
何
百
回
と
な
く
、
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
言
っ
て
き
ま
し
た
）。（
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
プ
リ
ン
ス
『
改
訂 

物
語
論
辞
典
』、
二
〇
一
五
年
、
松
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柏
社
） 

５ 
物
語
ら
れ
る
状
況
・
事
象
が
発
生
す
る
（
虚
構
の
）
世
界
の
こ
と
。

Chatm
an(1978),Genette(1980),Stanzel(1984)

を
は
じ
め
、
物
語
論
研
究
に
お
い
て
は
、
語
り
手
が
語
っ

て
い
る
レ
ベ
ル
（
物
語
世
界
外
）
と
、
語
り
手
が
語
っ
て
い
る
物
語
の
出
来
事
が
起
き
て
い
る
レ
ベ
ル
（
物

語
世
界
内
）
を
二
分
す
る
こ
と
が
多
い
。 

６ 

語
り
手
の
持
つ
力
（
ど
こ
ま
で
話
す
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
か
）
を
指
し
て
「
権
威
」
と
い
う
語
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
本
稿
で
はChatm

an(1978)

に
倣
っ
て
「
権
威
」
を
「
登
場
人
物
の

意
識
の
中
に
入
り
込
む
能
力
」
に
限
定
し
て
使
用
し
、
そ
れ
を
含
む
語
り
手
の
種
々
の
能
力
を
包
括
し
て

「
特
権
」
と
記
述
す
る
こ
と
と
す
る
。 

７ 

語
り
手
は
全
知
で
あ
っ
て
も
そ
れ
を
あ
る
程
度
隠
し
つ
つ
語
る
と
い
う
認
識
は
、

Chatm
an(1978),Genette(1980) 

を
は
じ
め
、
物
語
論
研
究
の
中
で
は
比
較
的
共
有
さ
れ
て
い
る
。 

８ 

聞
き
手
は
、
語
り
手
が
語
り
掛
け
て
い
る
相
手
と
し
て
想
定
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
上
の
構
成
概
念
で
あ
り
、

現
実
の
読
者
や
内
包
さ
れ
た
読
者
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
プ
リ
ン
ス
『
改

訂 

物
語
論
辞
典
』、
二
〇
一
五
年
、
松
柏
社
） 

９ 

揚
妻
祐
樹
「〈
語
り
〉
と
文
法―

文
章
研
究
の
た
め
に―

」（
二
〇
一
八
年
三
月
、『
藤
女
子
大
学
国
文
学

雑
誌
』
九
八
号
、
一―

一
四
頁
、
藤
女
子
大
学
日
本
語
・
日
本
文
学
会
） 

１
０ 

揚
妻
は
、
金
水
敏
「「
報
告
」
に
つ
い
て
の
覚
書
」（
仁
田
義
雄
・
益
岡
隆
志
編
『
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ

ィ
』、
一
九
八
九
年
、
く
ろ
し
お
出
版
）
を
参
考
し
、「
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
と
「
三
人
称
の
語
り
」
を

対
置
し
た
。
し
か
し
小
説
の
語
り
は
全
知
の
神
的
語
り
手
に
よ
る
三
人
称
の
語
り
に
限
ら
な
い
。
例
え
ば

同
じ
三
人
称
の
語
り
で
も
、
語
り
手
が
落
語
家
や
講
談
師
の
よ
う
に
語
る
語
り
や
、
作
者
と
し
て
の
個
性

を
発
揮
す
る
語
り
手
、
あ
く
ま
で
特
定
の
登
場
人
物
に
焦
点
を
限
定
さ
せ
る
語
り
手
な
ど
、
様
々
な
タ
イ

プ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
、
本
稿
で
、
よ
り
詳
細
に
語
り
手
の
性
質
を
整
理
す
べ
き

で
あ
っ
た
が
、
紙
幅
の
関
係
上
断
念
し
、「
爪
と
目
」
の
不
気
味
さ
に
つ
い
て
考
察
す
る
の
に
最
低
限
の

記
述
を
し
た
。 

１
１ 

一
人
称
制
限
（
と
そ
の
解
除
）
の
概
念
は
、
二
節
で
紹
介
し
た
語
り
手
の
特
権
「
権
威
」
と
非
常
に
よ

く
似
て
い
る
。
こ
れ
は
、
小
説
の
表
現
形
式
が
、
程
度
の
差
は
あ
れ
、
口
語
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
「
話
し
手

―

聞
き
手
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

１
２ 

ロ
ボ
ッ
ト
の
見
た
目
や
し
ぐ
さ
が
人
間
に
あ
る
程
度
以
上
似
て
き
た
と
き
に
急
激
に
生
じ
る
不
気
味

さ
の
こ
と
。
そ
の
感
情
の
悪
化
と
回
復
の
様
子
か
ら
「
不
気
味
の
谷
」
と
い
う
現
象
名
で
呼
ば
れ
る
。（
三

浦
佳
世 

河
原
純
一
郎
編
著
『
美
し
さ
と
魅
力
の
心
理
』、
二
〇
一
九
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
） 

１
３ 

注
12
同
著 

 

  

（
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
二
年
） 


