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宮
本
輝
『
泥
の
河
』
を
読
む

│
登
場
す
る
動
物
の
象
徴
性
を
中
心
に
│

増
　
田
　
正
　
子

一
、
は
じ
め
に

宮
本
輝
の『
泥
の
河
』は
一
九
七
七
年（
昭
和
五
二
年
）『
文
芸
展
望
』一
八
号
初
出
、
一
九
七
八
年
に
筑
摩
書
房
よ
り
刊
行
さ
れ
た『
蛍
川
』に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
、

第
一
三
回
太
宰
治
賞
を
受
賞
、
そ
の
後
、
小
栗
康
平
監
督
に
よ
り
映
画
化
さ
れ
て
い
る
。

本
編
は
、
川
三
部
作
「
泥
の
河
」「
蛍
川
」「
道
頓
堀
川
」
の
第
一
作
目
（
幼
年
編
）
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
昭
和
三
〇
年
の
大
阪
、
安
治
川
周
辺
に
生
き

る
信
雄
と
喜
一
の
出
会
い
と
別
れ
が
描
か
れ
て
い
る
。

川
辺
の
や
な
ぎ
食
堂
の
息
子
板
倉
信
雄
は
、
台
風
の
後
で
偶
然
に
出
会
っ
た
同
年
齢
の
松
本
喜
一
と
交
流
を
深
め
て
い
く
。
喜
一
は
父
を
戦
争
で
亡
く
し
、
母
と
姉

一
、
は
じ
め
に

二
、「
お
化
け
鯉
」
と
小
動
物
、
両
義
性
、
対
比
関
係

三
、「
蝶
」「
雛
」「
蟹
」
と
色
彩

四
、
丸
い
目
と
細
長
い
目
、
色
と
光
、
ポ
ケ
ッ
ト

五
、
川
と
橋
と
人
物
、
五
感

六
、
お
わ
り
に

二
五
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と
廓
船
で
も
あ
る
舟
の
家
で
暮
ら
し
て
い
る
。
天
神
祭
り
の
夜
、
舟
の
家
を
訪
れ
た
信
雄
は
、
蟹
を
焼
く
喜
一
と
客
を
と
る
喜
一
の
母
の
姿
を
目
に
し
、
逃
げ
る
よ
う

に
舟
を
離
れ
る
。
そ
の
後
喜
一
一
家
と
の
交
流
は
途
絶
え
る
が
、
信
夫
一
家
の
新
潟
へ
の
引
っ
越
し
が
決
ま
り
、
信
雄
は
喜
一
に
別
れ
を
告
げ
よ
う
と
舟
を
訪
れ
る
。

し
か
し
、
一
家
の
舟
は
い
ず
こ
に
か
曳
か
れ
て
い
き
、「
お
化
け
鯉
」
が
ぴ
っ
た
り
と
舟
の
後
を
つ
い
て
泳
い
で
い
く
。

テ
ク
ス
ト
は
、
信
雄
を
視
点
人
物
と
し
て
「
生
」
の
哀
し
み
を
背
負
う
人
々
の
姿
が
、
動
物
（
蝶
・
蟹
・
馬
・「
お
化
け
鯉
」）
の
象
徴
的
な
布
置
と
と
も
に
描
か
れ

て
い
る
。

二
、「
お
化
け
鯉
」
と
小
動
物
、
両
義
的
、
対
比
関
係

『
泥
の
河
』
の
冒
頭
の
描
写
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
方
向
づ
け
る
。

堂
島
川
と
土
佐
堀
川
が
ひ
と
つ
に
な
り
、
安
治
川
と
名
を
変
え
て
大
阪
湾
の
一
角
に
注
ぎ
込
ん
で
い
く
。
そ
の
川
と
川
が
ま
じ
わ
る
所
に
三
つ
の
橋
が
架
か
っ

て
い
た
。
昭
和
橋
と
端
建
蔵
橋
、
そ
れ
に
船
津
橋
で
あ
る
。

藁
や
板
切
れ
や
腐
っ
た
果
実
を
浮
か
べ
て
ゆ
る
や
か
に
流
れ
る
黄
土
色
の
川
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
古
び
た
市
電
が
の
ろ
の
ろ
と
渡
っ
て
い
っ
た
。

昭
和
三
〇
年
の
夏
の
大
阪
を
舞
台
に
戦
争
の
影
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
、「
貧
し
さ
」
の
中
で
生
き
る
人
々
の
生
の
哀
し
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
出
会
い
と
別
れ
は
三

本
の
川
と
橋
で
象
徴
的
に
示
さ
れ
、
汚
れ
た
黄
土
色
の
川
は
「
泥
」
が
醜
く
沈
殿
す
る
現
実
の
「
生
」
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。

『
新
研
究
資
料
』
に
は
〈
信
雄
と
喜
一
と
の
出
会
い
と
別
れ
の
物
語
は
、
そ
の
ま
ま
信
雄
の
少
年
か
ら
の
旅
立
ち
の
物
語
で
も
あ
る
。
父
か
ら
人
間
の
生
の
は
か
な

さ
、
そ
の
大
切
さ
を
知
ら
さ
れ
て
い
る
信
雄
は
、
喜
一
と
の
別
れ
、
喜
一
の
母
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
性
的
な
目
覚
め
を
経
て
、
人
の
生
の
悲
し
み
を
意
識
の
内
に
形
成

し
て
い
く
。
両
親
か
ら
庇
護
さ
れ
て
い
た
少
年
時
代
か
ら
大
人
へ
の
旅
立
ち
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
父
の
影
響
が
後
の
作
品
の
『
父
子
相
伝
』
の
型
で

あ
る
〉
と
あ
る）

1
（

。

本
稿
で
は
「
少
年
か
ら
大
人
へ
の
旅
立
ち
の
物
語
」
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
に
お
い
て
、
細
部
が
ど
の
よ
う
に
構
造
化
さ
れ
形
象
化
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
す
る
。
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細
部
と
は
、
登
場
す
る
動
物
の
象
徴
性
と
そ
れ
ぞ
れ
の
関
係
、
色
彩
お
よ
び
五
感
に
関
わ
る
表
現
の
分
析
、
そ
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
空
間
で
あ
る
。

テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
最
も
謎
め
き
、
か
つ
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
「
お
化
け
鯉
」
で
あ
ろ
う
。
作
者
自
身
も
「
お
化
け
鯉
」
に
つ
い
て
〈
ど
こ
へ
逃
げ
て

い
こ
う
が
、
ど
こ
へ
場
所
を
変
え
よ
う
が
、
つ
い
て
き
て
い
る
何
か
不
思
議
な
宿
命
の
よ
う
な
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
を
人
間
は
、
引
き
摺
っ
て
生
き
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
ひ
と
つ
の
象
徴
と
し
て
『
泥
の
河
』
の
場
合
、
お
化
け
鯉
は
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
、
ぼ
く
は
自
分
で
考
え
て
お
り
ま
す
〉
と
し
て

〈
ど
う
し
て
も
最
後
に
お
化
け
鯉
が
船
を
追
っ
掛
け
て
い
く
シ
ー
ン
が
書
き
た
か
っ
た
た
め
に
、
馬
車
引
き
の
お
じ
さ
ん
を
出
し
た
り
、
沙
蚕
採
り
の
や
ま
し
た
丸
の

お
じ
い
さ
ん
が
突
然
死
ん
だ
り
す
る
シ
ー
ン
が
必
要
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
〉
と
述
べ
て
い
る）

2
（

。

作
者
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
本
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
お
化
け
鯉
」
の
象
徴
性
を
読
み
取
る
こ
と
と
「
宿
命
の
よ
う
な
も
の
」
に
つ
い

て
多
く
の
「
死
」
と
関
わ
ら
せ
て
読
む
こ
と
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

先
行
研
究
に
よ
る
「
お
化
け
鯉
」
の
解
釈
は
、
①
「
宿
命
」「
死
」
の
暗
示
・
象
徴
と
す
る
も
の
、
②
「
喜
一
の
父
的
存
在
」「
父
性
原
理
」
と
読
む
も
の
、
ま
た
③
「
守

護
神
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
死
の
象
徴
」
と
す
る
も
の
、
そ
し
て
、
④
「
喜
一
の
も
う
一
つ
の
姿
」
で
「
信
雄
に
と
っ
て
未
知
の
世
界
へ
の
羨
望
の
変
形
」
と
い
く
つ

か
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
大
き
く
分
け
る
と
、
①
「
宿
命
」「
死
」
の
象
徴
と
い
う
読
み
と
、
②
「
守
護
神
」
的
「
父
」
的
で
少
年
の
成
長
に
関
わ
ら
せ
る
読
み
、

さ
ら
に
①
②
の
両
者
を
含
み
こ
む
も
の
が
あ
る
。

栗
坪
良
樹
は
、〈『
泥
の
河
』
に
は
陰
気
な
世
界
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
死
の
世
界
の
開
示
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
言
語
空
間
が
現
前
し
て
い
る
〉
と
し
、〈
喜
一
を

死
の
世
界
か
ら
や
っ
て
き
た
童
子
と
し
て
、
一
人
の
少
年
（
信
雄
）
を
地
獄
め
ぐ
り
に
連
れ
出
す
〉
と
解
釈
す
る
。〈『
泥
の
河
』
の
結
末
は
、
喜
一
一
家
の
舟
が
河
を

上
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。
ま
る
で
「
無
人
舟
」
の
よ
う
な
そ
の
舟
は
「
静
け
さ
を
漂
わ
せ
な
が
ら
、
眩
ゆ
い
川
の
真
ん
中
を
進
ん
で
行
く
」
の
で
あ
っ
た
。
夜

と
昼
を
度
外
視
す
れ
ば
、
こ
の
舟
の
漂
流
は
、
幽
冥
界
に
漂
っ
て
ゆ
く
死
者
の
魂
を
お
く
る
燈
籠
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
無
気
味
な
静
ま
り
か
え
っ
た
舟
を
橋
上
か
ら

見
お
く
る
「
信
雄
」
は
、
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
に
た
た
ず
ん
で
い
る
と
見
え
て
い
る
。
死
者
の
世
界
か
ら
や
っ
て
来
て
、
そ
し
て
死
者
の
世
界
に
還
っ
て
行
っ
た

舟
に
「
ぴ
っ
た
り
く
っ
つ
い
た
ま
ま
泥
ま
み
れ
の
河
を
悠
揚
と
泳
い
で
い
く
お
化
け
鯉
」
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
少
年
の
眼
の
内
に
残
像
と
し
て
残
り
続
け
る）

3
（

〉
と
述
べ

る
。ま

た
、
林
正
子
は
〈
信
雄
と
喜
一
は
、《
お
化
け
鯉
》
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
ゆ
〉
き
〈
化
け
も
の
の
よ
う
な
鯉
は
、
信
雄
と
喜
一
を
結
び
つ
け
、

そ
し
て
彼
ら
を
別
れ
さ
せ
る
運
命
の
化
身
〉
で
あ
り
、〈《
お
化
け
鯉
》
は
喜
一
の
守
護
神
で
あ
る
と
同
時
に
、
闇
す
な
わ
ち
死
の
象
徴）

4
（

〉
と
両
者
を
含
み
こ
ん
で
い
る
。

本
稿
の
立
場
は
「
お
化
け
鯉
」
を
「
宿
命
」「
運
命
」「
死
」
に
つ
な
げ
る
と
同
時
に
、「
守
護
神
」
的
、「
父
」
的
な
も
の
で
少
年
の
成
長
に
関
わ
ら
せ
る
と
い
う
両

二
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義
的
な
も
の
で
あ
る
。
登
場
す
る
動
物
の
中
で
「
お
化
け
鯉
」
が
喜
一
と
信
雄
だ
け
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
、「
お
化
け
」
＋
「
鯉
」
と
い
う
語
構
成
や
大
き
さ
（
信
雄

の
背
丈
ぐ
ら
い
あ
る
）
か
ら
も
実
在
の
動
物
と
い
う
設
定
で
は
な
い
。
沙
蚕
採
り
の
「
や
ま
し
た
丸
」
の
老
人
の
死
（
行
方
不
明
）
に
つ
い
て
、
信
雄
は
「
お
化
け
鯉
」

に
食
べ
ら
れ
た
と
嘘
を
つ
く
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
信
雄
は
幼
い
な
が
ら
も
「
泥
の
河
」
と
「
お
化
け
鯉
」
に
死
の
匂
い
を
嗅
ぎ
、
人
間
の
運
命
を
左
右
す
る
大
き

な
力
を
感
じ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
方
向
で
は
「
お
化
け
鯉
」
は
「
宿
命
」
や
「
死
」
を
暗
示
す
る
も
の
と
な
る
。

一
方
、
信
雄
は
「
お
化
け
鯉
」
に
の
っ
て
さ
か
の
ぼ
る
喜
一
少
年
の
夢
を
見
る
。
鯉
は
生
命
力
の
強
い
魚
で
あ
り
、
澄
ん
だ
川
で
な
く
て
も
生
息
で
き
る
こ
と
か
ら
、

死
の
イ
メ
ー
ジ
を
た
た
え
て
い
る
川
（
環
境
）
の
中
で
強
い
生
命
力
を
持
っ
て
生
き
続
け
る
存
在
、
す
な
わ
ち
、
逆
境
の
中
で
も
し
た
た
か
に
生
き
る
少
年
喜
一
の
イ

メ
ー
ジ
と
な
り
う
る
。
さ
ら
に
喜
一
少
年
が
「
お
化
け
鯉
」
に
の
っ
て
川
を
さ
か
の
ぼ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、「
お
化
け
鯉
」
が
少
年
の
成
長
を
助
け
る
存
在
、
つ
ま
り
「
父

性
原
理
」「
父
的
守
り
神
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。「
お
化
け
」
と
い
う
異
常
な
大
き
さ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
少
年
の
感
覚
に
基
づ
く
と
い
う
条
件
つ
き
で
は
あ
る
が
、

巨
大
な
力
、
超
越
的
な
も
の
、
つ
ま
り
化
身
を
思
わ
せ
る
。

少
年
た
ち
に
と
っ
て
「
お
化
け
鯉
」
は
「
泥
の
河
」
の
「
主
」
あ
る
い
は
「
守
り
神
」
的
な
も
の
で
あ
る
。
黄
土
色
に
「
様
々
な
汚
い
も
の
」
を
沈
殿
さ
せ
た
泥
の

河
の
「
主
」
は
、「
薄
墨
色
の
巨
大
な
鯉
」
で
「
信
雄
の
身
の
丈
ほ
ど
あ
る
」
と
あ
り
「
鱗
の
一
枚
一
枚
が
淡
い
紅
色
の
線
で
ふ
ち
ど
ら
れ
、
ま
る
く
太
っ
た
体
の
底

か
ら
、
何
や
ら
怪
し
い
光
を
放
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
黄
土
色
、
薄
墨
色
、
淡
い
紅
色
と
い
う
色
づ
か
い
に
よ
り
「
お
化
け
鯉
」
を
映
像
的

に
読
者
に
現
前
さ
せ
る
一
方
で
、
怪
し
い
光
に
つ
い
て
の
表
現
は
非
現
実
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
色
と
光
の
組
み
合
わ
せ
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
的
な
表
現
で

あ
る
。

「
お
化
け
鯉
」
が
二
人
に
の
み
見
え
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
少
年
た
ち
の
年
齢
と
も
関
わ
る
。
八
歳
と
い
う
年
齢
は
「
子
ど
も
」
か
ら
「
大
人
」

に
近
づ
く
一
種
の
境
界
年
齢
で
あ
る）

5
（

。
二
人
の
出
会
い
と
別
れ
が
一
種
の
「
通
過
儀
礼
」
と
な
り
、
将
来
へ
の
「
不
安
」
と
「
期
待
」
を
示
し
な
が
ら
そ
れ
に
立
ち
会

う
も
の
と
し
て
「
お
化
け
鯉
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
年
齢
に
着
目
す
る
こ
と
で
、「
お
化
け
鯉
」
の
象
徴
性
が
、
喜
一
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
信
雄
と
共

有
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

ま
た
、「
川
」
は
、「
流
す
」
も
の
と
し
て
日
本
古
来
の
「
禊
ぎ
」
に
つ
な
が
る
「
聖
」
な
る
も
の
で
あ
る
が
、「
泥
」
を
つ
け
る
こ
と
で
「
沈
殿
」「
停
滞
」
す
る
も

の
と
な
り
「
俗
」
性
を
示
す
。
さ
ら
に
、
二
つ
の
河
が
合
流
す
る
と
い
う
空
間
を
舞
台
に
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
「
生
」
と
「
死
」
と
い
う
「
宿
命
」

に
関
わ
る
少
年
た
ち
の
出
会
い
と
別
れ
の
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

二
八

－  　　－95

宮本輝『泥の河』を読む（増田）



三
、「
蝶
」「
雛
」「
蟹
」
と
色
彩

ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
ラ
ッ
ク
が
指
摘
す
る
よ
う
に
動
物
を
隠
喩
的
に
利
用
す
る
シ
ー
ン
は
重
苦
し
い
こ
と
が
多
い）

6
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
二
瓶
浩
明
は
〈
少
年
か
ら
眺
め
ら

れ
た
世
界
、
現
実
認
識
の
あ
り
方
が
、
馬
や
鯉
、
沙
蚕
、
蟹
、
鳩
の
雛
等
の
記
号
に
仮
託
さ
れ
、
言
葉
に
よ
っ
て
は
語
り
得
な
い
幼
さ
、
も
ど
か
し
さ
を
う
ま
く
伝
え

て
い
た
。
生
き
物
た
ち
は
こ
う
し
た
少
年
の
心
象
風
景
を
映
し
出
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
を
逆
に
言
え
ば
、
禁
欲
的
に
主
情
を
押
え
込
も
う
と
す
る
作
品
の
叙
法

が
、
多
く
の
わ
ざ
と
ら
し
い
記
号
の
背
後
に
有
り
余
る
饒
舌
を
隠
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
か
〉
と
述
べ
る）

7
（

。

こ
こ
で
小
動
物
の
表
象
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
「
蝶
」
に
関
わ
る
描
写
は
、
テ
ク
ス
ト
内
に
二
箇
所
見
ら
れ
る
。
死
ん
だ
馬
車
引
き
の
男
の
語
っ
た
幻
想
（
幻

覚
）
体
験
と
停
電
の
夜
の
場
面
の
「
蝶
々
み
た
い
な
ん
」
と
い
う
比
喩
で
表
現
さ
れ
る
個
所
で
あ
る
。

「
ほ
ん
ま
に
い
っ
ぺ
ん
死
ん
だ
ん
や
。
そ
れ
ま
ざ
ま
ざ
覚
え
て
る
で
エ
、
あ
の
時
の
こ
と
は
な
あ
。
真
っ
暗
な
と
こ
へ
ど
ん
ど
ん
沈
ん
で
い
っ
た
ん
や
。
な
ん

や
し
ら
ん
蝶
々
み
た
い
な
ん
が
急
に
目
の
前
で
飛
び
始
め
て
な
あ
、
慌
て
て
そ
れ
に
つ
か
ま
っ
た
ひ
ょ
う
し
に
生
き
か
え
っ
た
」

そ
の
男
が
語
っ
た
の
は
、
戦
場
で
「
蝶
々
み
た
い
な
ん
」
に
つ
か
ま
っ
た
ひ
ょ
う
し
に
「
生
」
に
引
き
も
ど
さ
れ
る
と
い
う
「
臨
死
体
験
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

戦
場
で
こ
の
よ
う
に
生
を
取
り
戻
し
た
男
は
、
そ
れ
を
語
っ
た
数
十
分
後
、
重
い
荷
の
た
め
に
橋
に
続
く
坂
を
登
り
切
れ
ず
、
近
々
ト
ラ
ッ
ク
と
引
き
換
え
に
手
放
そ

う
と
し
た
馬
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
の
衝
撃
的
な
場
面
で
あ
る
。
男
の
死
に
対
し
て
信
雄
の
父
晋
平
は
「
す
か
」
み
た
い
な
死
に
方
と
い
う
表
現
を

す
る
が
、
こ
の
男
の
死
は
晋
平
の
そ
の
後
の
生
き
方
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

二
度
目
に
蝶
に
関
わ
る
表
現
が
み
ら
れ
る
の
が
、
次
の
場
面
で
あ
る
。

停
電
で
付
近
一
帯
の
灯
り
が
消
え
た
。
蝋
燭
の
火
が
拡
が
る
ま
で
の
短
い
時
間
の
、
ひ
き
ず
り
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
な
暗
黒
の
中
で
、
信
雄
は
ふ
と
死
ん
だ
馬

車
の
男
を
思
い
出
し
た
。
彼
は
手
探
り
で
父
を
捜
し
た
。
晋
平
の
す
っ
た
マ
ッ
チ
の
火
が
、
闇
の
中
で
蝶
の
よ
う
に
舞
っ
た
。

こ
こ
で
は
マ
ッ
チ
の
火
（
焔
）
の
描
写
と
し
て
「
蝶
」
が
比
喩
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。〈
蝶
は
、
死
ん
だ
馬
車
の
男
が
、
戦
場
で
死
ん
で
ま
た
生
き
た
時
の
、
生
死

二
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の
境
を
切
り
分
け
る
も
の
の
隠
喩
で
あ
っ
た
。
少
年
は
喜
一
と
の
出
会
い
を
媒
介
に
、
明
ら
か
に
馬
車
の
男
の
死
を
追
体
験
し
て
い
る
の
で
あ
る）

7
（

〉
と
栗
坪
良
樹
が
述

べ
る
よ
う
に
、「
蝶
」
は
「
生
と
死
の
境
を
切
り
分
け
る
存
在
」
で
あ
る
。
諸
説
あ
る
が
、
蝶
は
「
不
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
、
生
と
死
の
二
つ
の
世
界
を
移
動
す

る
存
在
と
も
い
え
る）

8
（

。「
真
っ
暗
な
と
こ
」
と
「
蝶
」、
停
電
に
よ
る
「
闇
」
の
中
の
「
蝶
」
と
類
似
イ
メ
ー
ジ
で
「
死
」（
闇
）
の
中
の
「
生
」
と
の
境
界
が
描
か
れ
る
。

こ
う
し
て
喜
一
と
出
会
い
「
お
化
け
鯉
」
を
見
た
こ
と
で
、
信
雄
に
変
化
が
お
き
は
じ
め
る
。

「
蝶
」と「
お
化
け
鯉
」は
共
に
非
現
実
の
存
在
と
し
て
象
徴
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
空
を
飛
ぶ「
蝶
」と
水
に
棲
む「
鯉
」は
そ
の
大
き
さ
と
共
に
対
照
的
で
あ
る
。

共
に
「
死
」
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
そ
の
象
徴
性
と
多
義
性
に
よ
り
、
テ
ク
ス
ト
『
泥
の
河
』
の
世
界
を
深
淵
な
も
の
に
す
る
。

「
蝶
」「
お
化
け
鯉
」
の
対
と
異
な
り
、
実
在
す
る
小
動
物
と
し
て
映
像
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
烈
な
も
の
は
、
祭
り
の
夜
の
舟
の
「
蟹
」
で
あ
る
。

喜
一
は
声
を
忍
ば
せ
て
そ
う
言
う
と
、
舟
べ
り
に
蟹
を
並
べ
、
火
を
つ
け
た
。
幾
つ
か
の
青
い
火
の
塊
が
舟
べ
り
に
散
っ
た
。

動
か
ず
に
燃
え
尽
き
て
い
く
蟹
も
あ
れ
ば
、
火
柱
を
あ
げ
て
這
い
廻
る
蟹
も
い
た
。
悪
臭
を
孕
ん
だ
青
い
小
さ
な
焔
が
、
何
や
ら
奇
怪
な
音
を
た
て
て
蟹
の
体

か
ら
放
た
れ
て
い
た
。
燃
え
尽
き
る
と
き
、
細
か
い
火
花
が
蟹
の
中
か
ら
弾
け
飛
ん
だ
。
そ
れ
は
地
面
に
落
ち
た
線
香
花
火
の
雫
に
似
て
い
た
。

（
中
略
）

信
雄
が
火
を
消
そ
う
と
し
て
畳
に
四
つ
ん
這
い
に
な
っ
た
と
き
、
眠
っ
て
い
た
は
ず
の
銀
子
が
ゆ
っ
く
り
起
き
あ
が
っ
た
。
そ
し
て
燃
え
て
い
る
蟹
の
足
を
そ

う
慌
て
る
ま
で
も
な
く
つ
ま
み
あ
げ
る
と
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
川
に
投
げ
捨
て
て
い
っ
た
。

祭
り
の
夜
、
喜
一
に
よ
っ
て
火
を
つ
け
ら
れ
る
無
数
の
「
蟹
」、
喜
一
の
前
で
無
力
な
存
在
と
し
て
ま
さ
に
「
虐
待
」
さ
れ
る
「
蟹
」
は
喜
一
自
身
で
あ
る
と
い
え
る
。

喜
一
の
孕
む
二
面
性
は
次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
狂
気
と
も
い
え
る
「
暴
力
性
」
で
あ
っ
た
。

「
う
ま
い
、
ほ
ん
ま
に
う
ま
い
な
…
…
」

晋
平
の
言
葉
で
、
喜
一
は
紅
潮
し
た
顔
を
崩
し
て
恥
じ
ら
い
な
が
ら
、
嬉
し
そ
う
に
う
つ
む
い
た
。
そ
の
素
振
り
が
可
愛
ら
し
く
て
、
そ
れ
以
後
も
晋
平
と
貞

子
は
、
ほ
ん
の
些
細
な
こ
と
で
も
大
袈
裟
に
喜
一
を
賞
め
た
。
そ
の
た
び
に
喜
一
は
、
顔
を
真
っ
赤
に
し
て
身
を
捩
り
、
何
と
も
言
え
な
い
笑
顔
で
応
え
る
の
で

あ
っ
た
。

三
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こ
れ
は
信
雄
の
家
に
呼
ば
れ
た
時
の
喜
一
の
姿
で
あ
る
。
八
歳
の
少
年
ら
し
い
愛
ら
し
い
姿
を
見
せ
る
が
、
そ
の
後
、
心
無
い
数
人
の
男
た
ち
の
言
葉
（
喜
一
の
母

を
貶
め
る
内
容
）
に
対
し
て
変
化
を
見
せ
る
。「
喜
一
は
身
動
き
ひ
と
つ
せ
ず
漫
画
の
本
を
見
て
い
た
が
、
そ
の
丸
い
瞳
は
一
点
で
止
ま
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
尖
っ
た

神
経
を
肩
口
で
い
か
ら
せ
、
ぎ
ゅ
っ
と
身
構
え
て
い
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
わ
か
っ
た
」
と
あ
る
。
そ
の
後
、
晋
平
の
促
し
に
よ
り
男
た
ち
は
話
題
を
変
え
る
が
、
信

雄
は
父
に
手
品
を
見
せ
て
く
れ
と
ね
だ
る
。「
喜
一
の
瞳
に
ま
だ
鈍
い
光
を
宿
し
て
い
る
霞
の
よ
う
な
膜
を
振
り
払
い
た
か
っ
た
」
と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
喜
一
は
「
一
点
で
止
ま
っ
た
丸
い
瞳
」
や
「
鈍
い
光
を
宿
し
て
い
る
霞
の
よ
う
な
膜
」
と
瞳
に
関
わ
る
描
写
で
そ
の
変
化
が
描
か
れ
る
が
、
信
雄
は
そ

れ
を
見
逃
さ
な
い
。

喜
一
の
二
面
性
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
双
子
の
豊
田
兄
弟
と
鳩
の
雛
を
取
り
合
う
場
面
で
あ
る
。

「
お
ま
え
ら
、
こ
こ
か
ら
出
て
い
け
。
…
…
汚
ら
し
い
」

と
の
の
し
っ
て
、
今
度
は
腹
を
蹴
っ
た
。
力
で
は
到
底
か
な
わ
な
い
相
手
で
あ
っ
た
。

二
、三
歩
あ
と
ず
さ
り
し
た
喜
一
は
、
鼻
血
の
し
た
た
る
顔
を
歪
め
な
が
ら
、
兄
弟
の
前
に
腕
を
に
ゅ
っ
と
突
き
出
し
た
。
そ
し
て
掌
の
雛
を
握
り
つ
ぶ
し
た

の
で
あ
る
。
雛
は
か
す
か
な
絶
叫
を
あ
げ
て
死
ん
だ
。

双
子
の
兄
弟
た
ち
の
前
で
喜
一
が
「
雛
」
を
握
り
つ
ぶ
す
壮
絶
な
場
面
で
あ
る
。「
雛
」
を
握
り
つ
ぶ
す
こ
と
と
祭
り
の
夜
に
「
蟹
」
を
焼
く
行
為
は
、
と
も
に
喜

一
の
狂
気
と
も
い
え
る
「
暴
力
性
」
を
示
す
が
、
同
時
に
、
自
己
処
罰
的
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
喜
一
自
身
が
自
己
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。

「
雛
」
を
握
り
つ
ぶ
す
こ
と
は
、
双
子
の
兄
弟
へ
の
従
属
を
拒
否
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
原
動
力
は
喜
一
の
「
怒
り
」
で
あ
ろ
う
。
直
接
的
に
は
、
双
子
の
兄

弟
の
喜
一
家
族
を
貶
め
る
直
前
の
言
動
へ
の
抗
議
で
あ
る
が
、
根
底
に
は
、
喜
一
の
生
を
め
ぐ
る
状
況
、
つ
ま
り
自
ら
の
「
宿
命
」
に
対
し
て
な
す
す
べ
も
な
い
状
況

へ
の
怒
り
が
こ
の
よ
う
な
行
動
に
結
び
つ
い
た
と
考
え
る
。

こ
こ
で
双
子
の
兄
弟
を
登
場
さ
せ
て
い
る
の
は
、
信
雄
と
喜
一
の
関
係
と
の
相
似
形
で
あ
ろ
う
。
二
人
は
出
会
っ
て
か
ら
双
生
児
の
よ
う
に
気
持
ち
を
よ
り
そ
わ
せ

て
い
く
。
信
雄
の
家
族
と
過
ご
す
こ
と
で
疑
似
家
族
的
様
相
を
見
せ
る
が
、
次
第
に
喜
一
の
異
質
性
が
顕
在
化
し
、
結
末
で
は
、
二
人
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路

が
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。

双
生
児
的
関
係
と
述
べ
た
が
、
二
人
の
気
質
は
異
な
る
。
喜
一
は
成
育
歴
、
と
り
わ
け
父
の
不
在
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
生
き
る
た
く
ま
し
さ
を
身
に
つ
け
て
い
る

三
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が
、
同
時
に
綻
び
や
脆
さ
も
見
え
隠
れ
す
る
。「
雛
」
の
事
件
で
見
せ
た
「
暴
力
性
」
は
生
き
て
い
く
た
め
に
身
に
つ
け
た
刃
と
い
え
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
自
身
に

向
く
こ
と
と
な
る
。
一
方
の
信
雄
は
、
両
親
と
り
わ
け
父
の
庇
護
の
も
と
で
あ
る
種
の
倫
理
観
を
受
け
つ
い
で
い
る
が
、
同
時
に
感
受
性
の
強
い
少
年
で
あ
る
。
死
ん

だ
「
雛
」
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
捨
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
強
い
共
感
性
を
持
つ
。

祭
り
の
夜
、
喜
一
は
信
雄
を
「
蟹
の
巣
が
あ
る
ね
ん
。
僕
の
宝
や
。
の
ぶ
ち
ゃ
ん
だ
け
に
見
せ
た
る
わ
」
と
舟
に
誘
い
、
信
雄
が
帰
ろ
う
と
す
る
時
に
も
「
お
も
し

ろ
い
こ
と
教
え
た
る
さ
か
い
」
と
蟹
に
火
を
つ
け
る
。「
き
れ
い
や
ろ
」
と
信
雄
に
「
蟹
」
を
焼
く
行
為
を
見
せ
つ
け
る
喜
一
で
あ
る
が
、
こ
の
時
に
は
す
で
に
自
分

た
ち
が
こ
の
場
所
か
ら
去
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
信
雄
を
試
す
た
め
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
信
雄
に
自
分
の
地
獄
と
も
い
え
る
現

実
を
見
せ
つ
け
た
い
と
い
う
残
酷
な
思
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

栗
坪
良
樹
は
〈
こ
の
場
面
は
喜
一
が
信
雄
を
地
獄
へ
誘
う
儀
式
の
よ
う
に
も
見
え
、
そ
の
鬼
火
の
よ
う
な
美
し
さ
〉
を
示
し
、〈
青
い
斑
状
の
焔
〉
に
導
く
と
す
る）

9
（

。

こ
の
よ
う
に
「
雛
」
と
「
蟹
」
は
実
在
の
小
動
物
と
し
て
飛
翔
す
る
も
の
と
地
を
這
う
も
の
と
し
て
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
一
方
で
、
両
者
は
喜
一
の
自
己
処
罰

の
対
象
で
あ
り
、
喜
一
自
身
の
運
命
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
信
雄
は
そ
の
悲
惨
な
場
面
に
立
ち
会
い
な
が
ら
、
な
す
す
べ
も
な
く
佇
む
。

二
人
の
別
離
の
き
っ
か
け
と
な
る
出
来
事
が
、
天
神
祭
り
の
ハ
レ
の
日
と
い
う
設
定
で
あ
る
こ
と
も
興
味
深
い
。
華
や
か
な
花
火
が
夜
空
を
彩
る
の
に
対
し
て
「
悪

臭
を
孕
ん
だ
青
い
小
さ
な
焔
」
が
地
を
這
う
描
写
は
壮
絶
で
あ
る
。「
そ
れ
は
地
面
に
落
ち
た
線
香
花
火
の
雫
に
似
て
い
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
情
景
描
写
に
は
、「
夜

空
」
と
「
地
」
と
い
う
対
照
性
と
視
覚
的
な
類
似
性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
信
雄
に
地
獄
を
見
せ
つ
け
る
喜
一
で
あ
る
が
、
喜
一
の
不
幸
は
信
雄
と
の
交
流
に
よ
り
明
ら
か
と
な
る
「
自
己
」
の
あ
り
よ
う
、
信
雄
と
の
差
異
性
が

際
立
っ
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
地
獄
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
喜
一
は
「
双
子
」
で
あ
る
「
信
雄
」
へ
の
残
酷
な
欲
望
が
働
い
た
と
い
え
る
。

祭
り
の
夜
の
船
で
、
蟹
か
ら
目
を
そ
ら
し
た
信
雄
が
喜
一
の
母
を
見
る
場
面
が
あ
る
。

舟
べ
り
に
四
つ
ん
這
い
に
な
り
、
信
雄
は
そ
れ
を
追
っ
た
。
追
い
つ
い
た
と
同
時
に
、
蟹
は
川
に
落
ち
た
。
彼
は
そ
の
ま
ま
の
恰
好
で
、
何
気
な
く
母
親
の
部

屋
の
窓
か
ら
中
を
覗
い
た
。

闇
の
底
に
母
親
の
顔
が
あ
っ
た
。
青
い
斑
状
の
焔
に
覆
わ
れ
た
人
間
の
背
中
が
、
そ
の
母
親
の
上
で
波
打
っ
て
い
た
。（
中
略
）
信
雄
は
目
を
凝
ら
し
て
、
母

親
の
顔
を
見
つ
め
た
。
糸
の
よ
う
に
細
い
目
が
、
ま
ば
た
き
も
せ
ず
に
信
雄
を
見
つ
め
返
し
て
い
た
。
青
い
斑
状
の
焔
は
、
か
す
か
な
呻
き
声
を
漏
ら
し
な
が

ら
、
さ
ら
に
烈
し
く
波
打
っ
て
い
っ
た
。
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こ
の
後
、
信
雄
は
「
自
分
を
じ
っ
と
見
お
ろ
し
て
い
る
姉
弟
の
黒
い
輪
郭
」
に
気
づ
き
、
泣
き
な
が
ら
逃
げ
る
よ
う
に
舟
を
去
る
。

テ
ク
ス
ト
内
で
、
信
雄
の
「
泣
く
」
行
為
が
た
び
た
び
描
か
れ
て
い
る
。
感
受
性
が
強
く
、
共
感
性
の
高
い
少
年
で
あ
る
が
、
衝
撃
的
な
体
験
に
対
し
て
明
確
に
認

識
す
る
こ
と
も
言
語
化
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
そ
の
結
果
「
泣
く
」
と
い
う
行
為
と
な
る
が
、
そ
れ
は
「
正
体
不
明
の
、
そ
れ
で
い
て
身
の
置
き
ど
こ
ろ
の
な
い
よ
う

な
深
い
哀
し
み
」
を
幼
い
心
身
で
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
だ
と
い
え
る
。

四
、
丸
い
目
と
細
長
い
目
、
色
と
光
、
ポ
ケ
ッ
ト

様
々
な
対
比
、
も
し
く
は
対
照
性
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
登
場
人
物
の
目
（
瞳
）
の
描
写
に
着
目
す
る
。
喜
一
や
銀
子
が
丸
い
目
や
二
重
と
描
写
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
祭
り
の
夜
の
場
面
で
の
喜
一
の
母
の
「
糸
の
よ
う
に
細
い
目
」
が
印
象
的
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
に
は
「
糸
の
よ
う
に
細
い
目
が
、
ま
ば
た
き
も
せ
ず
に

信
雄
を
見
つ
め
返
し
て
い
た
」
と
あ
る
。

喜
一
の
母
に
つ
い
て
「
菩
薩
」
を
連
想
さ
せ
「
聖
女
」
性
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
あ
る）

10
（

。
祭
り
の
夜
、
信
雄
が
燃
え
あ
が
る
蟹
か
ら
「
目
を
そ
ら
し
た
」

時
に
見
た
も
の
が
、
喜
一
の
母
の
「
娼
婦
」
と
し
て
の
姿
で
あ
っ
た
。
そ
の
目
は
「
糸
の
よ
う
に
細
く
」
と
描
か
れ
、
日
常
を
超
え
た
世
界
（
異
空
間
）
に
い
る
か
の

よ
う
で
あ
っ
た
。
信
雄
は
そ
の
光
景
に
驚
愕
し
、
そ
の
場
か
ら
逃
走
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
夜
に
舟
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
父
親
の
戒
め
を
や
ぶ
っ
た
信

雄
は
、
い
わ
ゆ
る
「
見
る
な
」
の
禁
忌
破
り
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
父
晋
平
の
戒
め
は
信
雄
に
「
見
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
を
見
せ
な
い
こ
と
で
、
具
体
的
に
は
喜
一

の
母
が
「
娼
婦
」
に
変
身
し
た
姿
で
あ
る
が
信
雄
は
喜
一
の
母
だ
け
で
は
な
く
喜
一
や
銀
子
の
夜
の
変
容
（
変
身
）
も
合
わ
せ
て
見
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

喜
一
や
銀
子
の
容
貌
に
つ
い
て
は
「
丸
い
目
」（
人
懐
っ
こ
い
）
と
形
容
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
母
に
「
糸
の
よ
う
に
細
い
目
」
を
与
え
て
い
る
。「
丸
い
目
」
は
好

奇
心
を
持
っ
て
世
界
を
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
、
つ
ま
り
外
界
に
関
係
を
求
め
よ
う
と
す
る
「
見
方
」
で
あ
る
が
、「
糸
の
よ
う
に
細
い
眼
」
は
関
係
を
拒
絶
す
る
姿
勢

と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

喜
一
は
丸
い
目
を
持
つ
少
年
で
あ
る
が
、
前
掲
の
場
面
で
は
「
一
点
で
止
ま
っ
た
丸
い
瞳
」
と
な
り
「
鈍
い
光
を
宿
し
て
い
る
霞
の
よ
う
な
膜
」
を
張
る
。「
あ
ど

け
な
く
瞠
か
れ
た
り
、
あ
る
い
は
細
く
す
ぼ
ん
だ
り
す
る
喜
一
の
瞳
が
、
そ
の
変
貌
の
さ
な
か
、
一
瞬
冷
た
い
焔
を
点
じ
る
」
と
あ
る
。
喜
一
が
宿
す
光
や
膜
は
「
心

三
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無
い
言
葉
を
発
す
る
大
人
」
へ
の
怒
り
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
皮
肉
な
こ
と
で
あ
る
が
、
喜
一
は
信
雄
を
知
り
信
雄
家
族
と
触
れ
合
う
こ
と
で
、
自
ら
の
理
不
尽

な
宿
命
を
よ
り
深
く
知
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。

喜
一
の
母
に
関
わ
る
「
青
い
斑
状
の
焔
」
は
、
哀
し
み
と
欲
望
が
交
錯
す
る
も
の
の
隠
喩
的
な
表
現
で
あ
る
。
性
行
動
が
命
を
育
ま
な
い
時
、
欲
望
で
あ
る
と
同
時

に「
生
」の
哀
し
み
と
な
る
。「
糸
の
よ
う
に
細
い
目
」は
他
者
と
の
関
係
を
拒
絶
す
る
と
同
時
に「
泥
の
河
」の
住
人
に
ふ
さ
わ
し
く「
死
」に
向
か
う
表
情
で
も
あ
る
。

喜
一
の
母
が
「
菩
薩
」
と
解
釈
さ
れ
る
の
は
、「
糸
の
よ
う
に
細
い
目
」
か
ら
「
諦
念
」
に
近
い
「
悟
り
」
を
連
想
さ
せ
、
ど
こ
か
現
世
を
超
越
し
て
い
る
姿
を
見
せ

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

テ
ク
ス
ト
内
に
は
、
様
々
な
色
彩
が
あ
る
。
例
え
ば
、
花
茣
蓙
の
色
濃
い
菖
蒲
の
紫
色
、
青
系
統
の
焔
、
ゴ
カ
イ
、
鯉
、
髪
飾
り
の
赤
、
人
影
の
黒
い
輪
郭
、
そ
し

て
、
黄
土
色
の
川
と
多
彩
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
祭
り
の
夜
の
舟
で
の
「
青
」
色
は
、「
青
白
い
」
が
焔
や
光
と
つ
な
が
り
、
ひ
と
き
わ
印
象
的
で
あ
る
。
蟹
の

「
青
い
焔
の
光
」、
母
親
の
「
青
い
斑
状
の
焔
」
に
共
通
す
る
の
は
、
自
己
破
滅
、
怒
り
、
拒
絶
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
色
彩
と
し
て
「
青
」
の
持
つ
冷
や
か
さ
と
「
焔
」

が
結
び
つ
く
時
、
そ
れ
ら
は
喜
一
家
族
が
抱
い
て
い
る
宿
命
へ
の
「
怒
り
」
と
「
諦
め
」
を
表
現
し
て
い
る
。
青
は
絶
望
・
哀
し
み
の
色
で
も
あ
る
が
、「
焔
」
と
連

な
る
時
「
破
滅
的
な
欲
望
」
も
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
限
り
な
く
宿
命
と
し
て
「
死
」
に
向
か
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
祭
り
の
夜
、
銀
子
が
眠
っ
て
い
る
（
眠
っ

て
い
る
ふ
り
を
す
る
）
こ
と
も
仮
死
状
態
の
喩
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

青
以
外
の
色
彩
と
し
て
、
赤
色
は
「
お
化
け
鯉
」
の
「
赤
い
何
や
ら
妖
し
い
光
」
で
あ
り
、「
や
ま
し
た
丸
」
の
老
人
に
関
わ
る
沙
蚕
の
色
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も

ま
た
「
死
」
と
つ
な
が
る
不
気
味
さ
を
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
喜
一
と
信
雄
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
。
共
通
点
は
す
で
に
い
く
つ
か
述
べ
た
が
、
二
人
の
差
異
と
し
て
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
描
写
が
あ
げ
ら
れ
る
。
比
喩
的

で
は
あ
る
が
「
ポ
ケ
ッ
ト
で
受
け
止
め
る
信
雄
」
と
「
ポ
ケ
ッ
ト
が
破
れ
て
い
る
喜
一
」
で
あ
る
。
信
雄
の
奇
妙
な
癖
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
ポ
ケ
ッ
ト
に
色
々
な
も

の
を
ひ
ろ
い
入
れ
て
お
く
こ
と
と
、
喜
一
の
ズ
ボ
ン
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
破
れ
の
対
照
性
で
あ
る
。

喜
一
の
持
つ
た
く
ま
し
さ
は
、「
客
引
き
」
や
「
鉄
屑
拾
い
」
ま
た
、
盗
み
を
も
辞
さ
な
い
と
い
う
「
生
活
力
」
で
発
揮
さ
れ
る
が
、
同
時
に
危
う
さ
を
併
せ
持
つ

こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
ラ
ッ
ク
は
〈
喜
一
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
「
穴
」
が
「
空
」
い
て
い
た
こ
と
は
、
自
分
の
人
生
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
お
り
、
ポ
ケ
ッ
ト
の
「
穴
」
は
松
本
一
家
の
〈
宿
命
〉
に
つ
な
が
る
小
さ
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
ろ
う）

11
（

〉
と
指
摘
す
る
。

喜
一
が
握
り
つ
ぶ
し
た
「
雛
」
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
い
れ
た
ま
ま
に
し
て
い
た
信
雄
が
、「
ほ
ん
ま
に
何
で
も
か
ん
で
も
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
帰
っ
て
く
る
ん
や
か

ら
…
…
」
と
母
親
に
注
意
さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。
信
雄
に
は
こ
の
よ
う
に
、
外
部
の
様
々
な
も
の
を
取
り
込
ん
で
（
う
ま
く
処
理
で
き
な
い
こ
と
も
多
い
が
）
自
分
の

三
四

－  　　－89

宮本輝『泥の河』を読む（増田）



周
り
の
世
界
と
情
緒
的
に
交
わ
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
舟
を
訪
れ
た
後
、
家
に
戻
っ
て
も
ま
だ
「
揺
れ
て
い
る
」
と
い
う
身
体
感
覚
を
持
つ
少
年
で
あ
る
。

一
方
の
喜
一
は
信
雄
の
父
か
ら
お
小
遣
い
を
も
ら
い
信
雄
と
祭
り
に
行
く
が
、
ポ
ケ
ッ
ト
が
破
れ
て
お
り
お
金
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
晋
平
か
ら
お
小
遣
い
を
も
ら

う
こ
と
は
、
束
の
間
に
し
ろ
、
晋
平
と
喜
一
の
疑
似
親
子
関
係
と
み
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
（
破
れ
）（
落
と
す
）
と
い
う
形
で
破
綻
し
、
そ
れ
が
、
喜
一
の
「
盗
み
」

へ
と
つ
な
が
る
。

ロ
ケ
ッ
ト
を
盗
む
と
い
う
行
為
は
信
雄
と
喜
一
の
異
質
性
を
さ
ら
に
顕
在
化
さ
せ
る
。
信
雄
の
母
貞
子
の
ぜ
ん
そ
く
の
悪
化
は
、
祭
り
に
少
年
た
ち
だ
け
で
行
か
せ

る
こ
と
で
二
人
の
関
係
の
破
綻
を
導
く
こ
と
、
転
地
療
養
の
た
め
の
引
っ
越
し
を
現
実
化
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
二
人
を
断
絶
さ
せ
る
仕
掛
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。
祭
り
の
夜
に
ロ
ケ
ッ
ト
に
執
着
す
る
喜
一
は
、「
泥
の
川
」
の
「
舟
の
家
」
の
生
活
か
ら
逃
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
陸
の
生
活
、
さ
ら
に
は
空
へ
の

あ
こ
が
れ
を
抱
く
姿
で
あ
り
、
あ
た
か
も
空
で
泳
ぐ
「
鯉
の
ぼ
り
」
の
よ
う
に
現
実
の
自
分
の
世
界
か
ら
の
脱
出
願
望
を
示
す
と
い
え
る
。

喜
一
と
信
雄
の
双
生
児
的
関
係
、
さ
ら
に
晋
平
や
貞
子
と
の
疑
似
親
子
関
係
に
よ
っ
て
、
喜
一
は
は
か
な
い
飛
翔
願
望
を
持
つ
が
、
皮
肉
に
も
「
祭
り
」
の
夜
に
終

局
を
迎
え
る
。
喜
一
自
身
が「
盗
む
」「
殺
す
」と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
ゆ
が
み（
暴
力
性
）を
露
わ
に
し
、
信
雄
と
の
異
質
性
を
明
示
し
た
こ
と
に
な
る
が
、

「
祭
り
」
の
夜
と
い
う
非
日
常
空
間
の
「
無
秩
序
性
」
が
、「
隠
さ
れ
た
も
の
を
露
わ
に
し
た
」
と
も
い
え
る
。

共
感
性
の
高
い
信
雄
は
、
異
質
な
他
者
性
を
持
つ
喜
一
と
の
出
会
い
を
通
じ
て
「
自
己
」
と
対
面
す
る
こ
と
と
な
る
。
二
人
の
楽
し
い
日
々
は
長
く
続
く
こ
と
は
な

か
っ
た
。
最
後
の
場
面
で
、
信
雄
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
応
答
は
な
く
、
喜
一
家
族
か
ら
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
喜
一
一
家
の
「
宿
命
」
に
つ
い
て
信
雄
は
す

で
に
感
じ
と
っ
て
い
た
と
い
え
る
。「
泥
の
河
」に
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
身
の
運
命
を
自
覚
す
る
喜
一
は
、
信
雄
と
の
関
係
修
復
を
望
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。

結
末
に
お
い
て
、
喜
一
は
、
信
雄
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
こ
と
は
な
く
「
お
化
け
鯉
」
に
見
守
ら
れ
な
が
ら
上
流
に
向
か
っ
て
い
く
。

主
人
公
を
境
界
年
齢
に
設
定
し
、
異
質
な
も
の
と
出
会
わ
せ
、
成
長
さ
せ
て
い
く
。
穏
や
か
な
家
庭
で
育
ち
、
慎
重
で
繊
細
な
性
格
で
あ
る
泣
き
虫
の
信
雄
は
、
喜

一
一
家
と
の
出
会
い
と
別
れ
を
経
て
、
大
人
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
す
の
で
あ
る
。

五
、
川
と
橋
と
人
物
、
五
感

『
泥
の
河
』
で
は
、
失
わ
れ
て
い
く
少
年
時
代
と
と
も
に
、
信
雄
も
喜
一
も
川
辺
を
去
っ
て
い
く
。
川
辺
や
川
は
彼
ら
に
と
っ
て
仮
の
空
間
で
あ
る
と
い
え
る
。
結
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末
に
お
い
て
舟
が
上
流
に
向
か
っ
て
揺
れ
な
が
ら
「
曳
か
れ
て
い
く
」
姿
は
、
自
ら
の
意
志
で
は
動
け
ず
流
さ
れ
揺
ら
れ
る
と
い
う
喜
一
一
家
の
行
く
末
を
暗
示
し
て

い
る
。
信
雄
一
家
が
、
迷
い
な
が
ら
も
自
ら
の
意
志
で
川
辺
を
離
れ
、
新
潟
と
い
う
陸
地
で
某
か
の
仕
事
に
携
わ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

空
間
性
に
つ
い
て
は
林
正
子
の
詳
細
な
考
察）

12
（

が
示
す
よ
う
に
、「
川
」
は
、
死
と
生
の
両
義
性
を
持
ち
、「
流
れ
る
」
こ
と
は
空
間
性
と
同
時
に
時
間
性
も
孕
む
。
日

本
で
は
「
川
」
は
穢
れ
を
流
す
「
禊
ぎ
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
宮
本
輝
が
設
定
し
た
舞
台
『
泥
の
河
』
は
、「
流
れ
」
つ
つ
も
「
停
滞
」
し
、「
清
浄
」
よ
り
も
「
汚
濁
」

が
強
調
さ
れ
て
い
る
。『
泥
の
河
』
と
い
う
題
名
が
そ
も
そ
も
両
義
的
で
あ
る
が
、
川
の
底
に
「
澱
」
の
よ
う
な
人
々
の
恨
み
・
苦
し
み
・
悲
し
み
が
沈
殿
し
て
い
る
。

生
き
て
い
く
上
で
避
け
ら
れ
な
い
様
々
な
負
の
要
素
が
川
底
に
沈
殿
し
て
、
時
に
は
そ
の
流
れ
を
止
め
る
。

ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
ラ
ッ
ク）

13
（

は
〈
伝
説
や
民
族
に
お
い
て
「
川
」
は
「
此
岸
」（
生
）
と
「
彼
岸
」（
死
）
を
隔
て
る
境
界
と
し
て
機
能
し
て
い
る
場
合
が
多
い
〉
と
し
、

〈「
橋
」
が
以
前
に
も
触
れ
た
通
り
異
質
の
世
界
を
結
ぶ
ト
ポ
ス
で
あ
る
こ
と
だ
〉
と
述
べ
、「
橋
」
を
①
生
と
死
の
交
流
点
、
②
〈
自
由
〉
と
〈
宿
命
〉
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
③
異
質
な
も
の
同
士
を
結
ぶ
と
い
う
三
項
目
に
分
け
て
論
じ
る
。
確
か
に
「
川
」
は
「
橋
」
と
の
関
係
で
は
「
断
絶
」
を
示
し
、「
橋
」
は
、「
つ
な
ぐ
」「
結
ぶ
」

役
割
で
あ
る
。
冒
頭
の
馬
車
引
き
の
男
の
死
は
、「
坂
」
と
「
橋
」
が
つ
ら
な
り
、
そ
の
「
坂
」
を
越
え
ら
れ
ず
悲
劇
的
な
最
後
を
示
す
。「
坂
」
も
境
界
領
域
で
あ
る

と
す
れ
ば
馬
車
引
き
の
男
は
近
代
化
と
い
う
「
坂
」
を
上
り
き
れ
ず
、
未
来
へ
つ
な
が
る
「
橋
」
に
辿
り
つ
け
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
男
は
悲
劇
に
遭
遇
す
る
前
に
、

食
堂
で
晋
平
に
対
し
て
馬
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
へ
と
買
い
換
え
る
計
画
を
話
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
坂
」
に
阻
ま
れ
た
男
は
皮
肉
に
も
手
放
そ
う
と
し
て
い
た
馬
に
よ
っ

て
無
残
に
も
潰
さ
れ
る
。

テ
ク
ス
ト
の
舞
台
は
、
三
本
の
川
が
交
差
す
る
所
で
あ
る
。
三
つ
が
、
過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
時
間
性
を
持
つ
と
考
え
る
と
、
同
時
に
人
が
交
わ
る
運
命
的
な

出
会
い
と
別
れ
の
空
間
で
も
あ
る
。

本
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
「
橋
」
は
確
か
に
「
つ
な
ぐ
」
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
信
雄
や
喜
一
た
ち
は
「
橋
」
を
渡
っ
て
交
流
を
深
め
る
。
ま
さ
に
「
異
質
な
も

の
同
士
を
結
ぶ
」
も
の
で
あ
る
が
、
二
人
の
少
年
は
確
か
に
異
質
で
あ
る
が
、
共
有
し
う
る
も
の
も
あ
る
。
八
歳
と
い
う
年
齢
設
定
だ
け
で
は
な
く
、
信
雄
を
極
め
て

〈
共
感
能
力
の
高
い
少
年
〉
と
す
る
こ
と
で
「
お
化
け
鯉
」
を
見
せ
る
。

舟
に
つ
い
て
は
、
最
後
の
場
面
で
「
舟
」
は
「
揺
れ
な
が
ら
」
そ
し
て
「
曳
か
れ
て
」
い
く
。
ま
さ
に
、
時
代
に
翻
弄
さ
れ
る
一
家
の
あ
り
よ
う
を
示
し
て
い
る
。

両
義
性
と
い
う
観
点
で
整
理
す
る
と
、
こ
の
舟
は
「
住
居
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
生
業
」
の
場
所
で
あ
る
。
昼
間
の
「
母
」
か
ら
夜
に
「
娼
婦
」
に
変
身
し
た
時
、

娘
で
あ
る
銀
子
は
眠
っ
た
よ
う
に
（
仮
死
状
態
）
な
り
五
感
の
活
動
を
抑
え
現
実
を
拒
否
し
、
喜
一
は
「
蟹
」
を
殺
す
と
い
う
「
自
己
破
壊
」
的
行
為
を
行
う
。
銀
子

に
「
母
」
と
同
じ
運
命
が
待
ち
う
け
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

三
六

－  　　－87

宮本輝『泥の河』を読む（増田）



先
述
し
た
よ
う
に
、
信
雄
一
家
は
よ
り
確
か
な
「
生
」
を
求
め
て
「
川
辺
」
を
去
る
。
こ
れ
は
、
父
晋
平
が
、
馬
車
の
男
の
死
が
深
く
心
に
焼
き
付
け
ら
れ
、
男
の

よ
う
に
「
す
か
」
み
た
い
な
死
に
方
を
す
る
こ
と
に
対
す
る
恐
れ
か
ら
「
泥
の
河
」
を
去
る
。

信
雄
の
父
母
が
営
む
食
堂
は
「
や
な
ぎ
食
堂
」
と
命
名
さ
れ
て
い
る
。
食
堂
は
生
き
る
た
め
の
「
食
」
に
関
わ
る
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
、
食
「
欲
」
を
満
た
す

空
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
喜
一
の
住
む
「
廓
舟
」
は
、「
快
楽
」
を
消
費
し
て
「
性
」
を
売
る
と
い
う
「
欲
」
に
関
わ
る
空
間
で
あ
る
。
柳
は
古
来
よ
り
「
不
死
」

の
象
徴
と
さ
れ
、 
出
会
い
と
別
れ
と
い
う
場
面
に
使
わ
れ
、
あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
界
を
成
す
植
物
と
も
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
柳
は
ひ
と
き
わ
生
命
力
が
強
い
植
物
と

さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
信
雄
た
ち
が
住
む
川
辺
の
柳
に
関
し
て
「
大
き
い
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
。
小
動
物
た
ち
（
蝶
・
蟹
・
雛
）
に
対
す
る
「
大
き
い
」「
柳
」

と
「
お
化
け
鯉
」
の
関
係
も
指
摘
で
き
よ
う
。「
お
化
け
鯉
」
が
喜
一
一
家
の
象
徴
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
柳
」
は
信
雄
一
家
の
も
の
と
い
え
る
。

馬
車
の
男
の
死
に
つ
い
て
「
す
か
」
み
た
い
な
死
と
晋
平
は
言
う
が
、
確
か
に
「
生
」
と
「
死
」
は
隣
り
合
わ
せ
で
、
偶
然
と
い
う
宿
命
に
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
動
物
に
つ
い
て
対
比
的
に
と
ら
え
た
が
、「
馬
」
に
つ
い
て
は
、
近
代
化
と
の
関
係
で
登
場
す
る
。
は
か
ら
ず
も
主
人
を
殺
し
、
水
を
飲
ま
ず
に
立
ち
尽
く
す
馬

の
悲
し
い
ま
な
ざ
し
が
切
な
い
。「
馬
」
は
「
ト
ラ
ッ
ク
」
と
近
代
化
の
流
れ
で
対
照
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

信
雄
と
喜
一
は
双
生
児
的
存
在
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
交
流
を
深
め
て
い
く
上
で
「
橋
」
の
空
間
的
機
能
が
発
揮
さ
れ
、
喜
一
と
銀
子
は
晋
平
・
貞
子
と
疑
似
的
親

子
関
係
と
な
る
。
銀
子
は
最
初
無
口
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
心
を
開
い
て
い
き
、
貞
子
は
女
の
子
が
欲
し
か
っ
た
と
娘
の
よ
う
に
か
わ
い
が
り
、
親
戚
の
女
の
子
の
服

を
着
せ
る
。
一
方
、
信
雄
は
、
喜
一
の
母
に
対
し
て
「
母
性
」
と
「
異
性
」
を
感
じ
る
が
、
そ
の
代
替
と
し
て
の
銀
子
に
足
を
洗
っ
て
も
ら
い
「
性
」
へ
の
目
覚
め
が

描
か
れ
る
。
喜
一
と
銀
子
の
疑
似
親
子
関
係
、
信
雄
と
喜
一
の
母
、
銀
子
の
体
験
は
あ
る
意
味
で
は
「
交
換
」
と
い
え
る
。
そ
れ
ら
の
「
交
換
」
の
場
面
は
、
五
感
の

表
現
に
お
い
て
描
か
れ
る
。
喜
一
が
信
雄
の
家
を
訪
れ
、
喜
一
が
歌
を
唄
う
場
面
が
あ
る
。
喜
一
の
歌
に
耳
を
傾
け
て
い
る
父
晋
平
を
見
て
「
つ
い
さ
っ
き
ま
で
の
は

し
ゃ
い
だ
気
分
が
信
雄
か
ら
消
え
て
い
き
、
親
戚
の
家
に
泊
ま
っ
た
晩
の
よ
う
な
、
妙
な
不
安
な
、
家
恋
し
い
気
分
に
似
た
も
の
が
つ
の
っ
て
き
た
」
と
あ
る
が
、
ま

さ
に
「
交
換
」
が
行
わ
れ
た
場
面
と
い
え
る
。

喜
一
が
歌
う
軍
歌
は
、
昭
和
三
十
年
と
い
う
時
代
の
空
気
を
反
映
し
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
は
戦
争
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
る
人
々
の
貧
し
さ
を
描
い
て
い
る
が
、
最

後
の
場
面
で
信
雄
が
舟
を
追
い
か
け
て
踏
み
込
ん
だ
空
間
は
全
く
異
な
る
場
所
を
描
写
し
て
い
る
。

気
が
つ
く
と
、
い
つ
し
か
河
畔
に
は
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
煉
瓦
造
り
の
ビ
ル
が
建
ち
並
ん
で
い
た
。
そ
こ
は
、
も
う
信
雄
に
と
っ
て
は
、
足
を
踏
み
入
れ
た
こ

と
の
な
い
他
所
の
街
で
あ
っ
た
。
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信
雄
や
喜
一
が
出
会
っ
た
場
所
と
は
異
な
り
、
よ
り
近
代
化
が
進
ん
で
い
る
空
間
の
描
写
で
あ
る
と
同
時
に
、
未
来
の
時
間
の
流
れ
も
示
し
て
い
る
。

触
覚
に
つ
い
て
は
、
信
雄
が
銀
子
に
足
を
洗
っ
て
も
ら
う
場
面
が
あ
げ
ら
れ
る
。

信
雄
は
流
れ
て
き
た
西
瓜
の
皮
を
ぼ
ん
や
り
眺
め
な
が
ら
、
さ
れ
る
が
ま
ま
に
な
っ
て
足
を
投
げ
だ
し
て
い
た
。
日
溜
ま
り
に
座
っ
て
い
る
と
急
に
汗
が
滲
ん

で
き
た
が
、
体
の
底
に
は
寒
気
が
あ
っ
た
。
夜
、
ま
た
熱
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
と
信
雄
は
思
っ
た
。

少
女
が
信
雄
の
足
の
指
を
そ
っ
と
開
き
、
ち
ろ
ち
ろ
水
を
注
い
だ
。
こ
こ
ち
よ
か
っ
た
。
信
雄
は
、
こ
そ
ば
い
、
こ
そ
ば
い
と
大
袈
裟
に
身
を
捩
っ
て
み
せ

た
。
そ
し
て
そ
の
た
び
に
笑
い
返
し
て
く
る
少
女
の
顔
を
何
度
も
横
目
で
盗
み
見
た
。

冷
た
い
ラ
ム
ネ
の
壜
を
胸
に
か
か
え
た
ま
ま
、
湊
橋
の
た
も
と
の
細
道
を
降
り
よ
う
と
し
た
と
き
、
突
然
、
少
女
の
優
し
い
指
の
動
き
が
、
さ
ら
に
は
背
筋
を

這
い
昇
る
そ
の
く
す
ぐ
っ
た
い
感
触
が
、
切
な
い
、
そ
し
て
寂
し
い
も
の
と
し
て
信
雄
の
足
先
に
甦
っ
て
き
た
。

信
雄
の「
こ
そ
ば
い
」と
い
う
皮
膚
感
覚
を
通
し
た
身
体
性
が
際
立
つ
場
面
で
あ
る
が
、
触
覚
は
最
も
原
初
的
な
感
覚
で
あ
る
。
喜
一
の
母
や
銀
子
は
、
信
雄
が「
女

性
」的
な
る
も
の
を
意
識
す
る
存
在
と
し
て
登
場
す
る
。「
足
を
洗
っ
て
も
ら
う
」行
為
は
、
ど
こ
か
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
や
キ
リ
ス
ト
の
最
後
の
晩
餐
を
連
想
さ
せ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
他
者
の
足
を
洗
う
こ
と
は
「
謙
遜
」「
従
属
」
あ
る
い
は
献
身
的
な
「
愛
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
る
が
、『
泥
の
河
』
で
は
、
信
雄
の
性

の
目
覚
め
が
描
か
れ
て
い
る
。
米
に
手
を
い
れ
て
温
か
さ
を
感
じ
る
銀
子
の
姿
は
家
庭
的
な
「
母
」
な
る
も
の
を
示
す
が
、
銀
子
は
「
娼
婦
」
と
な
る
運
命
を
背
負
っ

て
い
る
。
祭
り
の
夜
の
「
蟹
を
川
へ
捨
て
る
」
銀
子
は
感
情
を
封
じ
込
め
た
も
の
で
、
米
櫃
の
場
面
で
見
せ
る
姿
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

嗅
覚
に
つ
い
て
は
、
舟
の
喜
一
の
母
の
匂
い
が
特
徴
的
で
あ
る
。

信
雄
が
か
つ
て
嗅
い
だ
こ
と
の
な
い
よ
う
な
甘
く
湿
っ
ぽ
い
、
そ
れ
で
い
て
け
っ
し
て
心
楽
し
く
は
な
い
香
り
が
漂
っ
て
い
た
。

部
屋
の
中
に
そ
こ
は
か
と
な
く
漂
っ
て
い
る
、
こ
の
不
思
議
な
匂
い
は
、
霧
状
の
汗
と
と
も
に
母
親
の
体
か
ら
忍
び
出
る
疲
れ
た
、
そ
れ
で
い
て
な
ま
め
い
た

女
の
匂
い
に
違
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
信
雄
は
自
分
で
も
気
づ
か
ぬ
ま
ま
、
そ
の
匂
い
に
潜
ん
で
い
る
疼
く
よ
う
な
何
か
に
、
ど
っ
ぷ
り
と
む
せ
か
え
っ
て
い

三
八

－  　　－85

宮本輝『泥の河』を読む（増田）



た
。
信
雄
は
落
ち
着
か
な
か
っ
た
。
と
同
時
に
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
母
親
の
傍
に
座
っ
て
い
た
か
っ
た
。

嗅
覚
も
触
覚
と
同
じ
く
、
信
雄
の
性
の
目
覚
め
に
つ
な
が
る
も
の
が
多
い
。「
甘
く
湿
っ
ぽ
い
」
そ
れ
で
い
て
「
け
っ
し
て
心
楽
し
く
は
な
い
」、
あ
る
い
は
「
疲
れ

た
、
そ
れ
で
い
て
な
ま
め
い
た
」「
落
ち
着
か
な
か
っ
た
」
と
同
時
に
、「
い
つ
ま
で
も
こ
の
母
親
の
傍
に
座
っ
て
い
た
か
っ
た
」
と
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
に
引
き
裂
か
れ

た
表
現
で
あ
る
が
、「
ど
っ
ぷ
り
む
せ
か
え
っ
て
い
た
」
の
は
嗅
覚
も
触
覚
に
通
じ
る
原
初
的
な
感
覚
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
『
泥
の
河
』
は
感
覚
に
優
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
小
動
物
の
隠
喩
的
表
現
と
同
じ
よ
う
に
〈
有
り
余
る
饒
舌
〉
の
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
る
。

紙
幅
の
関
係
で
、
聴
覚
、
味
覚
に
つ
い
て
の
考
察
は
今
後
の
課
題
と
す
る
が
、
視
覚
に
よ
る
「
見
る
・
見
ら
れ
る
」
関
係
を
中
心
に
、
触
覚
、
嗅
覚
、
聴
覚
な
ど
多
彩

な
五
感
に
関
わ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。

信
雄
は
、
祭
り
の
夜
に
喜
一
に
誘
わ
れ
、「
昼
」
と
「
夜
」
の
二
つ
の
世
界
を
知
る
。
さ
ら
に
「
夜
の
舟
に
行
く
な
」
と
い
う
父
の
教
え
を
破
る
と
い
う
「
禁
忌
破
り
」

に
よ
っ
て
、
信
雄
は
異
界
的
領
域
に
踏
み
込
む
。
そ
の
夜
が
天
神
祭
と
い
う
「
ハ
レ
」
の
特
別
な
夜
で
あ
る
。
民
話
の
異
類
婚
に
あ
る
よ
う
に
、
禁
忌
を
犯
し
た
も
の

は
「
制
裁
」
を
受
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

信
雄
が
喜
一
の
母
に
性
的
な
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
酒
井
英
行
は
〈
信
雄
の
母
貞
子
は
母
で
あ
り
、
女
性
性
は
な
い
。
晋
平
は
男
親
で
あ
る
が
、
エ

デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
な
い
〉
と
さ
れ
て
い
る）

14
（

。
確
か
に
、
貞
子
は
子
ど
も
思
い
の
や
さ
し
い
母
親
で
は
あ
る
が
、
女
性
性
の
部
分
は
排
除
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
信
雄
は
「
昼
」
の
喜
一
の
母
に
「
母
」
性
と
「
夜
」
に
「
女
」
と
し
て
の
存
在
を
み
る
と
い
う
分
裂
し
た
経
験
を
す
る
。
異
類
婚
姻
譚
に
あ
る
よ
う
に
「
夜
」

に
変
身
し
た
姿
を
覗
き
見
し
た
信
雄
は
「
制
裁
」
を
う
け
、
見
ら
れ
た
側
は
『
夕
鶴
』
の
つ
う
の
よ
う
に
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

祭
り
の
夜
に
「
夜
」
の
世
界
を
垣
間
覗
き
見
た
信
雄
で
あ
る
が
、「
泣
く
」
と
い
う
形
で
逃
走
す
る
。
信
雄
の
「
泣
く
」
行
為
は
、
信
雄
の
持
つ
「
子
ど
も
」
性
、

幼
さ
を
示
す
が
、「
柳
」
の
よ
う
に
弱
々
し
さ
を
見
せ
な
が
ら
も
、
父
か
ら
受
け
つ
い
だ
芯
の
強
さ
も
併
せ
持
つ
。
繊
細
さ
の
中
に
他
者
へ
の
強
い
共
感
性
を
持
つ
主

人
公
の
、「
子
ど
も
」
か
ら
「
大
人
」
へ
の
旅
立
ち
が
描
か
れ
る
。

喜
一
の
両
面
性
が
顕
在
化
す
る
の
は
、
信
雄
と
の
交
流
に
お
い
て
で
あ
る
。「
昼
」
と
「
夜
」
を
知
る
少
年
、
喜
一
は
信
雄
に
「
夜
」（
闇
の
部
分
）
を
提
示
す
る
が
、

天
神
祭
の
「
ハ
レ
」
の
日
に
信
雄
に
拒
否
さ
れ
る
。
芥
川
龍
之
介
の
『
ト
ロ
ッ
コ
』
の
主
人
公
良
平
も
八
歳
と
い
う
設
定
で
あ
る
。『
泥
の
河
』
の
少
年
た
ち
の
八
歳

と
い
う
年
齢
設
定
は
、「
異
界
」
体
験
を
通
し
た
「
他
者
」
的
な
も
の
と
の
出
会
い
と
い
え
る
。
二
人
に
し
か
見
え
な
い
「
お
化
け
鯉
」
は
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。
二
人
に
し
か
見
え
な
い
、
二
人
だ
け
が
共
有
す
る
世
界
と
し
て
、
信
雄
は
「
お
化
け
鯉
」
の
存
在
を
告
げ
よ
う
と
す
る
が
、
喜
一
は
す

三
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で
に
「
断
絶
」
さ
れ
た
も
の
と
し
て
顔
を
見
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

六
、
お
わ
り
に

宮
本
輝
の
初
期
の
代
表
作
『
泥
の
河
』
の
分
析
を
試
み
た
。
子
ど
も
か
ら
大
人
へ
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
で
、
動
物
や
空
間
に
象
徴
性
が
付
与
さ
れ
、
両
義
的

で
あ
る
。
空
間
性
に
つ
い
て
は
、「
坂
」「
舟
」「
橋
」「
川
」
に
言
及
し
た
が
、
信
雄
の
視
点
配
置
と
空
間
性
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

「
川
」
三
部
作
の
最
初
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、
信
雄
と
喜
一
の
家
族
関
係
の
交
換
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
疑
似
体
験
を
通
し
た
通
過
儀
礼
が
描
か
れ
て
い
る
。『
二
人

の
ロ
ッ
テ）

15
（

』（
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ケ
ス
ト
ナ
ー
）
一
九
四
九
年
発
表
）
の
作
品
で
は
、
交
換
と
い
う
こ
と
で
成
長
す
る
物
語
で
あ
る
が
、『
泥
の
河
』
は
、
成
長
す
る
こ
と

へ
の
「
哀
し
み
」
も
描
か
れ
る
。
知
ら
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
大
人
に
な
る
こ
と
の
哀
し
み
で
も
あ
る
。
戦
後
の
大
阪
と
い
う
現
実
空
間
の
中
で
、
切

な
く
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
二
人
だ
か
ら
こ
そ
、
信
雄
は
、
失
わ
れ
た
時
間
を
慈
し
み
、
そ
の
共
有
し
た
象
徴
と
し
て
の
「
お
化
け
鯉
」
の
存
在
を
知
ら
せ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
共
有
体
験
も
「
幻
想
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ほ
ろ
苦
い
体
験
に
よ
っ
て
、
異
質
な
他
者
の
存
在
と

「
性
」
と
「
生
」
そ
し
て
「
死
」
に
つ
い
て
感
じ
取
っ
た
信
雄
は
、
さ
ら
に
次
の
『
蛍
川
』
へ
と
進
む
の
で
あ
る
。

本
文
は
『
宮
本
輝
全
短
編
（
上
）』（
集
英
社　

二
〇
〇
七
年
）
よ
り
引
用
し
た
。

注（
1
）
山
本
康
治
『
新
研
究
資
料　

現
代
日
本
文
学
』（
明
治
書
院　

二
〇
〇
〇
年
）

（
2
）
宮
本
輝
『
道
行
く
人
た
ち
と
』（
文
藝
春
秋
社　

一
九
八
四
年
、
六
八
頁
）

（
3
）
栗
坪
良
樹
「
宮
本
輝
・
生
と
死
の
物
語
│
〈
川
三
部
作
〉
の
成
立
に
つ
い
て
」（『
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
41　

一
九
八
七
年
、
六
五
頁
）

（
4
）
林
正
子
「
宮
本
輝
『
泥
の
河
』
論
│
小
説
に
お
け
る
舞
台
・
表
象
・
方
法
と
し
て
の
〈
川
〉（
一
）」（『
岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』
21　

一
九
九
三
年
、
七
七
頁
） 四

〇
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（
5
）
芥
川
龍
之
介
『
ト
ロ
ッ
コ
』（
一
九
二
二
年
）
の
冒
頭
の
表
現
は
「
小
田
原
熱
海
間
に
、
軽
便
鉄
道
敷
設
の
工
事
が
始
ま
っ
た
の
は
、
良
平
の
八
つ
の
年
だ
っ
た
」
と
あ
り
、

子
ど
も
時
代
か
ら
大
人
に
近
づ
く
境
界
的
な
年
齢
設
定
が
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
ダ
ニ
エ
ル
・
ス
ト
ラ
ッ
ク
『〈
近
代
文
学
の
橋
〉
風
景
描
写
に
お
け
る
隠
喩
的
解
釈
の
可
能
性
』（
九
州
大
学
出
版
会　

二
〇
一
四
年
、
二
○
八
頁
）

（
7
）（
3
）
と
同
じ　

七
八
頁
参
照

（
8
）
ア
ト
・
ド
・
フ
リ
ー
ス
著　

山
下
圭
一
郎
主
幹
『
イ
メ
ー
ジ
・
シ
ン
ボ
ル
事
典
』（
大
修
館
書
店　

一
九
八
五
年
）
の
解
説
に
よ
る
。

（
9
）（
3
）
と
同
じ

（
10
）
酒
井
英
行
『
宮
本
輝
論
』（
翰
林
書
房　

一
九
九
八
年
、
一
一
八
頁
）

（
11
）（
6
）
と
同
じ　

二
一
六
頁
参
照

（
12
）（
4
）
と
同
じ

（
13
）（
6
）
と
同
じ　

二
一
二
頁
、
二
一
八
頁
等
参
照

（
14
）（
10
）
と
同
じ　

八
五
頁
参
照

（
15
）『
二
人
の
ロ
ッ
テ
』
は
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ケ
ス
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
一
九
四
九
年
に
発
表
さ
れ
た
児
童
文
学
で
あ
る
。
事
情
が
あ
り
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
正
反
対
の
性
格
の
双

子
の
姉
妹
が
、
偶
然
に
出
会
い
、
入
れ
替
わ
っ
て
生
活
を
す
る
こ
と
で
成
長
し
て
い
く
。

主
要
参
考
文
献

　

二
瓶
浩
明
「
宮
本
輝
『
泥
の
河
』
補
遺
」（『
愛
知
県
立
芸
術
大
学
紀
要
』
一
九
九
四
年
）
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