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村
上
春
樹
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
論 

―
―
孤
立
と
抱
擁
―
―

一

の
五
つ
の
短
編
小
説
を
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
全
作
品
⑧
』
に
収
め
ら
れ

た
作
品
は
「
パ
ン
屋
襲
撃
」
を
除
き
、
す
べ
て
一
九
八
五
年
前
後
を
中
心
と

し
、
九
〇
年
代
頭
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
て
い
る
。『
全
作
品
⑧
』
の
挟
み
込

み
の
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
掲
載
さ
れ
た
「
新
た
な
る
胎
動
」
の
中
で
村
上
春
樹

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
と
い
う
作
品
は
「
女
性
の
読
者
を
念
頭
に

置
い
て
は
い
る
が
、
女
性
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
一
般
的
な
小
説
と

は
ち
ょ
っ
と
毛
色
の
違
っ
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
い
る
小
説
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
で
書
い
た
。（
中
略
）
昔
の
作
家
は
文
芸
誌
に
は
芸
術
的
で

シ
リ
ア
ス
な
作
品
を
書
い
て
、
商
業
誌
に
は
力
を
抜
い
た
一
般
向
け
の

も
の
を
書
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
僕
の
小
説
の
場
合
に
は
そ
う

い
う
二
重
構
造
は
ま
ず
な
い
。
セ
グ
メ
ン
ト
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
も

大
ま
か
な
「
と
っ
か
か
り
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

序

　

村
上
春
樹
の
短
篇
小
説
の
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
は
一
九
八
五
年

に
雑
誌
『LEE

』
の
十
一
月
号
と
十
二
月
号
に
連
載
さ
れ
た
。
ま
た
翌
年
四

月
、「
パ
ン
屋
再
襲
撃
」（
一
九
八
五
）、「
象
の
消
滅
」（
一
九
八
五
）、「
双

子
と
沈
ん
だ
大
陸
」（
一
九
八
五
）、「
ロ
ー
マ
帝
国
の
崩
壊
・
一
八
八
一
年

の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
蜂
起
・
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
入
・
そ
し
て
強
風

世
界
」（
一
九
八
六
）、「
ね
じ
ま
き
鳥
と
火
曜
日
の
女
た
ち
」（
一
九
八
六
）

の
六
篇
の
短
編
小
説
と
併
せ
て
、
短
篇
集
『
パ
ン
屋
再
襲
撃
』
の
中
に
収
録

さ
れ
た
。

　

ま
た
、
一
九
九
一
年
に
講
談
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
『
村
上
春
樹
全
作
品

1979

―
―1989

⑧
短
編
集
Ⅲ
』
に
は
、
短
篇
集
『
パ
ン
屋
再
襲
撃
』
に
収
め

ら
れ
た
六
つ
の
作
品
以
外
に
「
パ
ン
屋
襲
撃
」（
一
九
八
一
）、「
ハ
イ
ネ
ケ
ン
・

ビ
ー
ル
空
き
缶
を
踏
む
象
に
つ
い
て
の
短
文
」（
一
九
八
五
）、「
眠
り
」

（
一
九
八
九
）、「
ト
ニ
ー
滝
谷
」（
一
九
九
〇
）、「
人
喰
い
猫
」（
一
九
九
一
）

村
上
春
樹
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
論

―
―
孤
立
と
抱
擁
―
―

陳
　
　
　
柯
　
岑



二

　

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
が
前
二
作
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ

て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
、
外
見
上
に
も
い
く
つ
か
の
痕
跡
か
ら
辿
れ
ま

す
。

（
中
略
）

し
か
し
、
こ
の
三
作
が
結
び
つ
く
の
は
、
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
に
と

ど
ま
ら
な
い
、
別
の
要
因
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
、
そ
の
要
因
と
は
、
こ

れ
ら
三
つ
の
作
品
が
、
共
に
、
あ
る
「
閉
塞
」
―
―
関
係
の
機
能
不
全

―
―
か
ら
の
回
復
の
試
み
を
描
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
ほ
か
な
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
も
、
あ
る
意
味
で
は
、
同
じ
尺
度
を
も
ち
い
て
、
こ
の

回
復
の
試
み
を
、
対
比
的
に
描
い
て
い
る
。

　

加
藤
典
洋
は
「
こ
れ
ら
三
つ
の
作
品
が
、
共
に
、
あ
る
『
閉
塞
』
―
―
関

係
の
機
能
不
全
―
―
か
ら
の
回
復
の
試
み
を
描
い
て
い
る
」
と
述
べ
、
前
期

短
篇
三
部
作
で
あ
る
「
パ
ン
屋
再
襲
撃
」、「
象
の
消
滅
」
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

ア
フ
ェ
ア
」
の
主
人
公
に
共
通
す
る
特
徴
で
も
あ
る
と
論
じ
る
。
加
藤
は
、

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
の
主
人
公
「
僕
」
の
頑
迷
と
も
い
え
る
精
神

世
界
が
崩
壊
す
る
こ
と
で
、
実
社
会
と
の
関
係
の
回
復
が
成
し
遂
げ
ら
れ
て

い
る
と
考
え
て
い
る
。

　

た
し
か
に
、「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
は
、
社
会
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ

小
説
の
ス
タ
イ
ル
や
内
容
が
は
っ
き
り
と
大
き
く
違
っ
て
く
る
わ
け
で

は
な
い
。
も
し
そ
こ
に
何
ら
か
の
差
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
微
妙

な
風
向
き
や
色
合
い
の
違
い
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

女
性
雑
誌
『LEE
』
に
掲
載
さ
れ
た
本
作
品
は
も
ち
ろ
ん
「
女
性
の
読
者

を
念
頭
に
置
」
い
て
書
か
れ
た
作
品
だ
が
、
小
説
の
内
実
が
「
一
般
的
な
小

説
と
は
ち
ょ
っ
と
毛
色
の
違
っ
た
と
こ
ろ
で
成
立
し
て
」
い
る
作
品
に
も
な

る
。「
毛
色
の
違
っ
た
と
こ
ろ
」
で
成
立
し
て
い
る
こ
の
小
説
は
た
だ
女
性

雑
誌
に
向
け
て
、
女
性
読
者
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
創
作
し
た
作
品
で
あ
る

だ
け
で
は
な
く
、
村
上
春
樹
の
小
説
を
貫
く
よ
り
普
遍
的
な
主
題
を
そ
こ
に

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
は
兄
と
妹
の
物
語
で
あ
る
。
五
年
前
の
春

に
東
京
の
大
学
に
進
学
し
た「
妹
」が
、東
京
に
勤
め
て
い
る
主
人
公
の「
僕
」

の
家
に
引
っ
越
し
て
、
二
人
の
共
同
生
活
が
始
ま
る
が
、
二
人
の
平
穏
な
生

活
が
「
妹
」
の
恋
人
「
渡
辺
昇
」
の
出
現
と
共
に
次
第
に
崩
れ
て
ゆ
く
。
同

時
に
「
僕
」
自
身
の
確
固
と
し
た
精
神
生
活
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
「
故
障
」
が

生
じ
始
め
る
。

　

加
藤
典
洋
は
『
村
上
春
樹
の
短
編
を
英
語
で
読
む　

一
九
七
九
―
―

二
〇
一
一
上
』（
以
下
は
『
村
上
春
樹
の
短
編
を
英
語
で
読
む
』）（
１
）
に
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



村
上
春
樹
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
論 

―
―
孤
立
と
抱
擁
―
―

三

一
九
八
五
年
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
雑
誌
掲
載
の
時
期
に
三
ヶ
月
の
差
し
か

な
く
、
ほ
と
ん
ど
同
時
並
行
的
に
構
想
さ
れ
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
は
「
虚
構
の
時
代
」
に
育
ち
成

長
し
た
兄
と
妹
が
、
こ
の
時
代
に
い
な
が
ら
自
ら
の
姿
勢
を
ど
う
取
る
か
、

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
領
域
―
―
他
者
不
在
の
対
幻
想
領
域
―
―
の
中
で
自
ら

の
個
と
し
て
の
生
き
方
を
貫
け
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
本
論
は
「
僕
」
と
そ
の
「
妹
」、「
渡
辺
昇
」

三
人
の
成
長
の
時
代
を
確
認
し
つ
つ
、「
僕
」
に
と
っ
て
「
他
者
」
と
し
て

現
れ
た
「
渡
辺
昇
」
と
の
「
衝
突
」
の
原
因
や
二
人
の
生
き
方
の
相
違
を
解

明
し
、「
僕
」
と
「
妹
」
の
関
係
性
を
分
析
し
、「
僕
」
の
独
自
の
生
き
方
を

貫
く
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
　
転
換
期
の
社
会
に
生
き
る
人
間

　

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
が
発
表
さ
れ
た
一
九
八
五
年
が
作
品
内
部

の
「
現
在
」
の
時
間
で
あ
る
と
考
え
る
と
、「
妹
」
と
の
同
居
が
始
ま
っ
た

五
年
前
の
一
九
八
〇
年
に
、「
僕
」
の
年
齢
が
二
十
二
歳
で
あ
り
、「
妹
」
の

年
齢
が
十
八
歳
だ
と
作
中
に
書
か
れ
て
い
る
。そ
の
後
五
年
の
時
間
を
経
て
、

「
現
在
」
の
「
僕
」
が
二
十
七
歳
で
あ
り
、「
妹
」
が
二
十
三
歳
と
な
る
。「
渡

辺
昇
」
は
作
品
の
中
で
「
妹
」
よ
り
一
歳
の
年
上
で
あ
り
、
現
時
点
で

二
十
四
歳
で
あ
る
。
三
人
の
登
場
人
物
が
生
ま
れ
た
年
は
ち
ょ
う
ど
五
十
年

ン
ト
を
拒
絶
し
続
け
る
主
人
公
が
徐
々
に
自
分
の
閉
じ
ら
れ
た
世
界
の
崩
壊

―
―
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
崩
壊
、「
マ
キ
シ
ム
」
の
崩
壊
―
―
を
経
験
す
る

物
語
、
す
な
わ
ち
「
僕
」
の
「
確
固
と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
」
の
崩
壊

の
物
語
で
あ
る
が
、「
マ
キ
シ
ム
」
と
し
て
の
「
確
固
と
し
た
い
い
加
減
な

生
き
方
」
が
「
妹
」
か
ら
の
非
難
や
、「
妹
」
の
婚
約
者
で
あ
る
「
渡
辺
昇
」

の
介
入
に
よ
り
動
揺
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、実
際
に
は
「
社
会
」

と
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
」
の
間
に
挟
ま
れ
て
い
る
「
僕
」
は
、
二
つ
の
基
準
を
慎

重
に
調
整
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
で
、つ
ね
に
「
マ
キ
シ
ム
」
と
し
て
の
「
確

固
と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
」
の
回
復
を
実
践
し
て
い
る
と
も
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

一
九
八
五
年
八
月
に
発
表
し
た
「
パ
ン
屋
再
襲
撃
」
で
は
、「
僕
」
の
二

回
目
の
襲
撃
が
現
実
と
の
激
し
く
衝
突
を
惹
起
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
現

実
の
虚
構
化
に
抱
き
込
ま
れ
て
退
屈
な
劇
を
演
じ
て
し
ま
う
。「
僕
」
は
「
再

襲
撃
」
の
前
か
ら
既
に
現
実
と
の
衝
突
を
回
避
す
る
と
い
う
姿
勢
で
生
活
し

て
い
る
。「
パ
ン
屋
再
襲
撃
」
は
、
最
初
の
襲
撃
で
挫
折
を
経
験
し
た
主
人

公
が
、
理
想
の
具
体
的
内
実
を
欠
い
た
、
い
わ
ば
理
想
へ
の
志
向
性
そ
の
も

の
を
あ
く
ま
で
も
確
保
し
よ
う
と
し
て
、
高
ス
ピ
ー
ド
で
「
虚
構
」
の
時
代

に
転
換
し
た
社
会
を
再
び
衝
撃
を
行
い
、
結
局
一
場
の
「
笑
劇
」
に
終
わ
る

と
い
う
小
説
で
あ
る
（
２
）。

　

「
パ
ン
屋
再
衝
撃
」
と
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
は
同
じ
く



四

て
指
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
（
こ
の
語
が
生
ま
れ
た
の
は
、

一
九
八
四
年
で
あ
る
）。
彼
ら
が
、
こ
う
し
た
語
で
呼
ば
れ
た
の
は
、

現
実
の
社
会
生
活
に
深
く
執
着
し
た
り
、
コ
ミ
ッ
ト
し
た
り
す
る
こ
と

な
く
、
そ
れ
を
虚
構
の
物
語
と
同
等
に
し
か
重
視
し
な
い
、
彼
ら
の
軽

い
ノ
リ
が
、
よ
り
上
の
世
代
の
者
た
ち
の
目
に
は
極
め
て
新
奇
な
も
の

に
映
じ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

八
十
年
代
に
至
っ
て
、「
現
実
の
社
会
生
活
に
深
く
執
着
し
た
り
、
コ
ミ
ッ

ト
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
虚
構
の
物
語
と
同
等
に
し
か
重
視
し
な

い
」
と
い
う
大
澤
が
述
べ
た
「
新
人
類
」
世
代
に
特
徴
的
な
傾
向
が
登
場
人

物
の
生
き
方
に
も
窺
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
新
人
類
」
的
な
傾
向
と
は
異

な
る
独
自
性
も
作
品
の
中
に
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
に
お
い
て
、「
虚
構
の
時
代
」
に
生
き
る
「
新
人
類
」

を
含
む
世
代
に
特
徴
的
な
傾
向
は
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
と
と
も
に
獲

得
し
た
物
質
的
な
成
果
を
享
受
し
、
豊
か
な
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
急
速
に

進
展
し
た
通
信
技
術
革
命
と
と
も
に
「
記
号
」
の
変
形
、「
デ
ー
タ
」
の
氾
濫
、

「
情
報
」
の
爆
発
と
い
う
新
し
い
現
代
日
本
社
会
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
一

方
で
、
高
度
に
精
密
化
し
つ
つ
あ
る
時
代
の
下
で
若
い
世
代
の
消
費
生
活
が

徐
々
に
均
質
化
し
て
い
く
現
状
を
背
景
に
、
社
会
シ
ス
テ
ム
の
独
占
化
を
逃

れ
、
真
に
個
性
的
な
信
念
の
獲
得
を
実
現
す
る
た
め
に
絶
え
ず
試
行
錯
誤
を

代
末
か
ら
六
十
年
代
の
初
頭
ご
ろ
だ
と
判
断
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

見
田
宗
介
『
現
代
日
本
の
感
覚
と
思
想
』（
３
）
に
は
、
一
九
四
五
年
か
ら

一
九
九
〇
年
ま
で
の
四
十
五
年
間
を
十
五
年
ご
と
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
「
理

想
の
時
代
」、「
夢
の
時
代
」、「
虚
構
の
時
代
」
と
命
名
し
た
。
こ
の
三
人
の

「
成
長
期
」
―
―
つ
ま
り
、
五
十
年
代
末
か
ら
八
十
年
代
ま
で
―
―
は
見
田

氏
が
指
摘
し
た
「
夢
の
時
代
」
か
ら
「
虚
構
の
時
代
」
ま
で
の
大
き
な
区
分

に
収
ま
り
、「
虚
構
の
時
代
」
に
大
学
生
で
あ
っ
た
世
代
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
大
澤
真
幸
は
『
不
可
能
性
の
時
代
』（
４
）
の
中
で
、
見
田
宗
介
の
理

論
を
踏
ま
え
て
、
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
九
五
年
ま
で
の
五
十
年
間
の
時
間

を
再
定
義
し
、前
の
二
十
五
年
が
「
理
想
の
時
代
」、後
半
の
二
十
五
年
が
「
虚

構
の
時
代
」
だ
と
論
じ
て
い
る
。

　

現
実
を
秩
序
づ
け
る
反
秩
序
の
中
心
的
な
モ
ー
ド
が
虚
構
で
あ
る
よ

う
な
時
代
が
到
来
す
る
。
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
精
神
を
理
念
型
的
に

単
純
化
し
て
し
ま
え
ば
、
現
実
す
ら
も
、
言
語
や
記
号
に
よ
っ
て
枠
づ

け
ら
れ
、
構
造
化
さ
れ
て
い
る
一
種
の
虚
構
と
見
な
し
、
数
あ
る
虚
構

の
中
で
相
対
化
し
て
し
ま
う
態
度
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
例
え
ば
、
一
九
七
〇
年
代
末
期
か
ら
一
九
八
〇
年
代
中
盤
の
時
期

に
成
人
し
た
世
代
、
言
い
換
え
れ
ば
、
一
九
五
〇
年
代
末
期
か
ら

一
九
六
〇
年
代
前
半
に
生
ま
れ
世
代
が
、「
新
人
類
」
と
い
う
語
に
よ
っ
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五

大
げ
さ
す
ぎ
る
し
、能
書
き
が
多
す
ぎ
る
」
と
い
う
記
述
に
は
、「
僕
」
の
「
渡

辺
昇
」
に
対
す
る
最
初
の
印
象
と
し
て
、
自
分
の
生
き
方
と
は
っ
き
り
異
な

る
人
間
に
対
す
る
違
和
感
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。「
渡
辺
昇
」は
、

「
バ
イ
ク
が
好
き
」
と
い
う
モ
ダ
ン
ス
タ
イ
ル
を
備
え
て
い
る
若
者
と
し
て

登
場
す
る
。「
バ
イ
ク
」
と
い
う
商
品
を
消
費
す
る
若
者
は
、「
バ
イ
ク
」
の

部
品
を
更
新
し
続
け
る
と
と
も
に
、「
バ
イ
ク
」
自
体
の
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ

に
も
敏
感
に
反
応
し
消
費
を
続
け
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

一
連
の
消
費
行
為
に
は
、
八
〇
年
代
の
豊
か
に
な
っ
た
時
代
の
若
者
の
贅
沢

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ど
こ
か
画
一
的
な
消
費
行
動
の
無
意
味
さ
を
否
定
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
渡
辺
昇
」
を
代
表
と
し
た
若
者
た
ち
が
時
代

の
趨
勢
に
席
巻
さ
れ
、
人
間
を
疎
外
し
つ
つ
あ
る
社
会
に
耽
溺
し
て
い
る
。

「
バ
イ
ク
・
マ
ニ
ア
が
好
き
に
な
れ
な
い
」「
僕
」
が
、
当
時
の
日
本
社
会
の

若
者
の
「
消
費
行
動
」
の
縮
図
を
象
徴
す
る
「
渡
辺
昇
」
に
強
く
違
和
感
を

感
じ
る
所
以
で
あ
る
。

　

「
渡
辺
昇
」
が
こ
の
よ
う
な
生
活
様
式
を
形
成
し
た
原
因
と
し
て
、
ま
ず

急
激
な
社
会
変
化
の
結
果
と
し
て
の
消
費
活
動
の
拡
大
が
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
他
、「
渡
辺
昇
」
の
家
族
の
経
済
力
や
家
庭
内
で
の
権
力
関
係
も
一
因
に

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
妹
」
と
「
渡
辺
昇
」
の
結
婚
話
が
進
み
、
静
岡
に

い
る
「
僕
」
の
両
親
の
代
行
と
し
て
兄
で
あ
る
「
僕
」
が
「
渡
辺
昇
」
の
実

家
を
訪
ね
に
行
く
こ
と
に
な
る
。「
僕
」
か
ら
見
た
「
渡
辺
昇
」
の
家
庭
は

続
け
る
人
間
も
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
　
渡
辺
家
の
問
題

　

「
妹
」
が
「
僕
」
に
初
め
て
「
渡
辺
昇
」
の
顔
写
真
を
見
せ
た
場
面
は
、

次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

二
枚
目
の
写
真
は
日
本
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
の
も
の
だ
っ
た
。
今
度

の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
師
が
一
人
で
写
っ
て
い
た
。
彼
は
皮
の
つ
な

ぎ
を
着
て
大
型
の
バ
イ
ク
に
も
た
れ
て
い
た
。
シ
ー
ト
の
上
に
は
ヘ
ル

メ
ッ
ト
が
載
っ
て
い
た
。
そ
し
て
サ
ン
・
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
と
き
と
全

く
同
じ
顔
を
し
て
い
た
。
他
に
手
持
ち
の
表
情
が
な
い
の
だ
ろ
う
。

　

「
バ
イ
ク
が
好
き
な
の
よ
」
と
「
妹
」
は
言
っ
た
。

　

「
見
り
ゃ
わ
か
る
」
と
僕
は
言
っ
た
。「
バ
イ
ク
が
好
き
じ
ゃ
な
い

人
間
は
好
き
こ
の
ん
で
皮
の
つ
な
ぎ
な
ん
て
着
な
い
」

　

僕
は
―
―
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
偏
狭
な
性
格
の
な
せ
る
業
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
が
―
―
だ
い
た
い
に
お
い
て
バ
イ
ク
・
マ
ニ
ア
が
好
き

に
な
れ
な
い
。
格
好
が
大
げ
さ
す
ぎ
る
し
、
能
書
き
が
多
す
ぎ
る
。
し

か
し
そ
れ
に
つ
い
て
は
僕
は
何
も
言
わ
な
い
こ
と
に
し
た
。

　

「
だ
い
た
い
に
お
い
て
バ
イ
ク
・
マ
ニ
ア
が
好
き
に
な
れ
な
い
。
格
好
が



六

る
。「
妹
」
が
「
僕
」
に
見
せ
た
写
真
の
中
で
、「
渡
辺
昇
」
は
「
皮
の
つ
な

ぎ
を
着
て
」
い
る
が
、
こ
こ
で
「
奇
妙
な
柄
の
セ
ー
タ
ー
を
着
て
、
そ
の
下

に
色
の
あ
わ
な
い
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
家
の
外
部
の

自
由
空
間
の
中
で
は
、「
渡
辺
昇
」
が
一
時
的
な
主
体
性
を
取
り
戻
し
た
が
、

父
親
の
権
威
の
下
で
伝
統
的
な
家
風
に
満
ち
た
住
宅
の
中
で
は
、
こ
の
息
子

の
言
動
だ
け
で
な
く
、
服
装
ま
で
も
地
味
な
も
の
に
制
限
さ
れ
て
い
る
か
の

よ
う
だ
。

　

家
の
空
間
か
ら
逃
げ
出
し
た
「
渡
辺
昇
」
は
、
外
部
の
自
由
空
間
の
中
で

よ
う
や
く
自
分
を
取
り
戻
し
、
自
分
の
意
志
に
従
っ
て
動
い
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
実
際
に
「
社
会
」
と
「
家
庭
」
の
両
方
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た

拘
束
は
無
意
識
の
う
ち
に
彼
の
中
に
内
面
化
し
、
彼
と
分
離
不
可
能
な
一
部

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。「
渡
辺
昇
」
が
初
め
て
「
僕
」
と
「
妹
」
の
家

に
食
事
を
し
に
来
た
時
の
対
話
か
ら
も
そ
の
こ
と
は
窺
え
る
。「
妹
」
が
晩

御
飯
を
用
意
し
て
い
る
う
ち
に
「
渡
辺
昇
」
が
「
僕
」
の
壊
れ
て
し
ま
っ
た

ス
テ
レ
オ
・
ラ
ジ
オ
を
修
理
し
て
い
る
時
に
、
二
人
は
次
の
よ
う
な
会
話
を

交
わ
し
て
い
る
。

　

「
ね
え
、
今
の
う
ち
に
ス
テ
レ
オ
・
セ
ッ
ト
の
具
合
見
て
も
ら
っ
た

ら
？
」
と
妹
が
不
吉
な
煙
を
嗅
ぎ
つ
け
る
よ
う
に
や
っ
て
き
て
、
オ
レ

ン
ジ
・
ジ
ュ
ー
ス
の
グ
ラ
ス
を
二
つ
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
き
な
が
ら
口

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　

彼
の
両
親
は
な
か
な
か
き
ち
ん
と
―
―
い
さ
さ
か
き
ち
ん
と
し
す
ぎ

て
い
る
き
ら
い
は
あ
る
に
せ
よ
―
―
立
派
な
人
々
だ
っ
た
。
父
親
は
石

油
会
社
の
重
役
だ
っ
た
。
僕
の
父
親
は
静
岡
で
石
油
ス
タ
ン
ド
の

チ
ェ
ー
ン
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
そ
う
い
う
面
で
は
か
け
は
な
れ
た
縁

組
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
母
親
が
上
品
な
盆
に
紅
茶
の
カ
ッ
プ

を
乗
せ
て
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。

　

「
渡
辺
昇
」
の
家
が
目
黒
区
に
あ
り
、ホ
ン
ダ
５
０
０
ｃｃ
を
揃
え
て
お
り
、

父
親
は
石
油
会
社
の
重
役
で
あ
る
。
彼
の
父
親
が
戦
後
日
本
の
高
度
経
済
成

長
期
を
支
え
た
世
代
で
あ
り
、
現
在
の
豊
か
さ
の
成
果
を
満
喫
し
て
い
る
世

代
だ
と
判
断
で
き
る
。
つ
ま
り
、
社
会
と
人
生
の
「
リ
ア
リ
テ
ィ
」
を
強
く

感
じ
な
が
ら
、
自
分
の
手
で
日
本
社
会
を
敗
戦
後
の
厳
し
い
現
状
か
ら
再
建

で
き
た
と
い
う
誇
り
を
持
っ
て
い
る
「
渡
辺
昇
」
の
父
親
は
、
同
世
代
の
中

で
も
特
に
大
量
の
資
本
や
「
膨
大
な
権
力
」
を
握
り
、
社
会
的
地
位
の
頂
点

に
到
達
し
成
功
を
遂
げ
た
人
物
で
あ
る
。

　

家
族
全
員
で
食
事
す
る
間
に
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
師
（
渡
辺
昇
）
は

何
も
言
わ
ず
に
緊
張
し
た
面
持
ち
で
父
親
の
そ
ば
に
じ
っ
と
座
っ
て
い
た
」

と
い
う
「
僕
」
の
観
察
は
、
こ
の
家
の
中
の
権
力
関
係
を
正
確
に
掴
ん
で
い
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七

る
。

　

二
人
の
会
話
が
次
の
よ
う
に
続
く
。

　

そ
れ
か
ら
彼
は
今
彼
の
属
し
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
チ
ー
ム
が
開

発
中
の
新
し
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
話
を
し
た
。
鉄
道
事

故
が
起
こ
っ
た
時
に
最
も
効
果
的
に
折
り
返
し
運
転
を
す
る
た
め
の
ダ

イ
ア
グ
ラ
ム
を
瞬
時
に
計
算
す
る
シ
ス
テ
ム
で
、
話
を
聞
い
て
い
る
と

確
か
に
便
利
そ
う
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
原
理
は
僕
に
と
っ
て
は
フ
ィ

ン
ラ
ン
ド
語
の
動
詞
変
化
と
同
じ
ぐ
ら
い
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

　

「
渡
辺
昇
」
の
修
理
方
法
、
解
決
方
法
が
「
帰
納
法
」
で
あ
る
と
こ
こ
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
帰
納
法
」
は
つ
ま
り
、
最
初
か
ら
ベ
ス
ト
の
解

決
方
法
、
理
想
の
状
態
に
対
し
て
一
切
関
心
が
な
く
、
目
の
前
に
並
べ
ら
れ

て
い
る
一
つ
一
つ
の
事
実
（
故
障
や
不
具
合
）
が
よ
り
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
を
早
く
解
決
す
る
こ
と
が
目
的
だ
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
彼
が
現
在

手
掛
け
て
い
る
電
車
が
ス
ト
ッ
プ
し
た
時
の
代
替
ダ
イ
ヤ
を
「
瞬
時
に
計
算

す
る
シ
ス
テ
ム
」
は
、
ま
さ
に
現
代
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
と
対
応
す
る
解

決
方
法
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
シ
ス
テ
ム
」
は
あ
る
問
題
が
生
じ
た
時

に
根
本
的
な
問
題
の
解
決
方
法
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
素
早
く
目
の
前
の

問
題
を
処
理
し
落
着
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
最
も
大
切
な
の
で
あ
る
。
資
本
主

を
挟
ん
だ
。

　

「
い
い
で
す
よ
」
と
彼
は
言
っ
た
。

　

「
手
先
が
器
用
な
ん
だ
っ
て
？
」
僕
は
訊
い
た
。

　

「
そ
う
な
ん
で
す
」
と
彼
は
悪
び
れ
ず
に
答
え
た
。「
昔
か
ら
プ
ラ

モ
デ
ル
や
ら
ラ
ジ
オ
を
組
み
立
て
る
の
が
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
。
家

じ
ゅ
う
の
壊
れ
た
も
の
を
修
理
し
て
回
っ
て
ま
し
た
。
ス
テ
レ
オ
の
ど

こ
が
悪
い
ん
で
す
か
？
」

（
中
略
）

　

「
ア
ン
プ
系
統
で
す
ね
。
そ
れ
も
内
部
的
な
ト
ラ
ブ
ル
じ
ゃ
な
い
」

　

「
ど
う
し
て
わ
か
る
の
？
」

　

「
帰
納
法
で
す
」
と
彼
は
言
っ
た
。

　

帰
納
法
と
僕
は
思
っ
た
。

　

「
家
じ
ゅ
う
の
壊
れ
た
も
の
を
修
理
し
て
回
っ
て
ま
し
た
」
と
い
う
科
白

は
ま
さ
に
両
義
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、家
庭
内
部
で
「
渡
辺
昇
」

が
「
息
子
」
の
役
割
を
演
じ
な
が
ら
、
父
親
の
指
示
通
り
に
渡
辺
家
を
維
持

し
続
け
る
た
め
に
、
そ
の
象
徴
的
な
存
在
で
あ
る
自
邸
を
い
つ
も
同
じ
状
態

に
保
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ま
た
、
父
親
の
世
代
が
建
て
直
し
た
戦
後
日

本
社
会
の
成
果
を
、自
分
が
父
親
の
意
志
―
―
時
代
の
正
義
―
―
を
継
承
し
、

そ
の
社
会
の
破
綻
や
欠
陥
を
修
理
す
る
人
間
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ



八

　

兄
と
し
て
の
「
僕
」
が
「
妹
」
の
フ
ィ
ア
ン
セ
を
受
け
入
れ
な
い
の
は
こ

の
「
確
固
と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
」
の
せ
い
で
あ
り
、
小
説
の
最
初
の

場
面
で
「
物
事
の
見
方
が
偏
狭
す
ぎ
る
の
よ
」
と
「
妹
」
が
「
僕
」
を
強
く

非
難
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
妹
」
の
フ
ィ
ア
ン
セ
に
対
す
る
「
僕
」
の
「
不

満
」
は
作
中
そ
の
理
由
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
、「
渡
辺
昇
」
の

消
費
生
活
の
一
端
が
語
ら
れ
て
、
彼
の
社
会
に
対
す
る
接
し
方
や
、
固
定
化

さ
れ
硬
直
化
し
た
閉
鎖
的
な
シ
ス
テ
ム
を
相
対
化
し
、
そ
の
外
部
に
立
と
う

と
す
る
主
体
性
の
有
無
が
最
大
な
問
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

加
藤
典
洋
は
『
村
上
春
樹
の
短
編
を
英
語
で
読
む
』
の
中
で
、「
僕
」
の
「
確

固
と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

　

ふ
つ
う
は
「
い
い
加
減
な
生
き
方
」
と
い
う
の
は
「
い
い
加
減
」
な

態
度
決
定
の
結
果
、
手
に
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、
彼
に
お
い
て
は
、
そ

れ
は
「
確
固
と
し
た
」
態
度
決
定
の
す
え
に
獲
得
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。
そ
れ
は
、
脳
髄
の
よ
う
な
、
豆
腐
み
た
い
に
柔
ら
か
い
、
ふ
わ
ふ

わ
し
た
も
の
を
、
ふ
わ
ふ
わ
し
た
ま
ま
に
高
圧
の
中
で
も
維
持
で
き
る

よ
う
に
、
脳
蓋
骨
の
よ
う
に
頑
丈
な
鉄
の
箱
に
収
納
す
る
、
と
い
う
か

の
よ
う
に
。

義
社
会
シ
ス
テ
ム
は
消
費
の
大
量
増
加
と
と
も
に
、
自
然
資
源
へ
の
無
限
搾

取
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
商
品
の
大
量
製
造
と
同
時
に
、
廃
棄
物
の
処
理

の
困
難
さ
も
厳
然
た
る
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
り
多
く

の
利
益
を
得
る
こ
と
だ
け
が
依
然
と
し
て
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
最
優
先
の
目
的

で
あ
る
。
こ
の
「
帰
納
法
」
が
ま
さ
に
資
本
主
義
社
会
を
う
ま
く
動
か
す
た

め
の
不
可
欠
な
方
法
だ
が
、そ
の
中
に
生
き
て
い
る
人
間
は
全
て
「
帰
納
法
」

的
思
考
を
学
び
、
身
体
化
す
る
こ
と
で
、「
主
体
的
」
な
意
志
の
喪
失
に
無

自
覚
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
　
「
僕
」
―
―
「
真
の
主
体
性
」

　

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
で
は
、「
僕
」
自
身
の
生
き
方
を
「
確
固

と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
」
と
表
現
し
、
反
復
的
に
強
調
し
て
い
る
。

　

ど
う
し
て
彼
女
が
僕
に
対
し
て
そ
ん
な
考
え
方
を
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
、
僕
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ほ
ん
の
一
年
ば
か
り
前
ま

で
彼
女
は
僕
の
僕
な
り
に
確
固
と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
を
一
緒
に

な
っ
て
楽
し
ん
で
い
た
し
、
僕
に
―
―
僕
の
感
じ
方
さ
え
間
違
っ
て
い

な
け
れ
ば
―
―
あ
る
意
味
で
は
憧
れ
て
も
い
た
の
だ
。
彼
女
が
僕
を
少

し
ず
つ
批
難
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
婚
約
者
と
付
き
合
い
だ

し
て
か
ら
だ
っ
た
。
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け
」

　

「
そ
の
と
お
り
」
と
僕
は
力
強
く
同
意
し
た
。

　

「
遊
ぶ
こ
と
し
か
頭
の
中
に
は
な
い
の
よ
。
何
か
を
真
面
目
に
突
き

詰
め
る
と
か
、
向
上
す
る
な
ん
て
考
え
は
ゼ
ロ
な
の
」

　

「
夏
の
日
の
キ
リ
ギ
リ
ス
」
と
僕
は
言
っ
た
。

　

「
そ
し
て
真
面
目
に
生
き
て
い
る
人
を
は
す
に
見
て
楽
し
ん
で
い
る

の
よ
」

　

「
そ
れ
は
違
う
ね
」
と
僕
は
言
っ
た
。「
他
人
の
こ
と
と
僕
の
こ
と

と
は
別
問
題
だ
。
僕
は
自
分
の
考
え
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
熱
量
を
消

費
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
さ
。
他
人
の
こ
と
は
僕
と
は
関
係
な
い
。
は

す
に
も
見
て
い
な
い
。
確
か
に
僕
は
下
ら
な
い
人
間
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、
少
な
く
と
も
他
人
の
邪
魔
を
し
た
り
し
な
い
」

　

「
真
面
目
に
生
き
て
い
る
人
を
は
す
に
見
て
楽
し
ん
で
い
る
」
と
い
う

「
妹
」
の
皮
肉
に
対
し
て
、「
僕
」
は
強
く
否
定
を
し
て
い
る
。「
少
な
く
と

も
他
人
の
邪
魔
を
し
た
り
し
な
い
」
と
い
う
「
僕
」
の
言
葉
に
は
、
何
か
現

実
的
な
挫
折
を
経
験
し
た
後
に
、「
他
者
」
と
「
自
分
」
の
間
に
距
離
を
置

く
と
い
う
頑
な
な
信
念
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
本
来
「
僕
」
が
こ

の
よ
う
な
姿
勢
へ
と
退
却
す
る
以
前
に
は
、「
他
者
」
と
の
対
話
を
慎
重
に

重
ね
な
が
ら
、
ベ
ス
ト
を
目
指
す
こ
と
こ
そ
「
理
想
」
で
あ
り
、
ま
た
こ
の

　

「
僕
」
の
「
確
固
と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
」
は
ガ
ー
ル
ハ
ン
ト
と
、

下
ら
な
い
冗
談
を
言
う
な
ど
の
こ
と
と
し
て
小
説
の
中
で
反
復
し
表
現
さ
れ

て
い
る
。「
彼
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
「
確
固
と
し
た
」
態
度
決
定
の
す
え

に
獲
得
さ
れ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
加
藤
典
洋
の
解
釈
は
、
従
来
「
い
い
加

減
な
生
き
方
」
を
字
義
通
り
に
解
釈
し
て
き
た
先
行
研
究
に
対
し
て
、「
確

固
と
し
た
」
態
度
に
注
目
し
た
新
し
い
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。「
確
固
と

し
た
」
態
度
へ
の
固
執
の
理
由
を
あ
え
て
遡
れ
ば
、
村
上
春
樹
の
学
生
時
代

の
経
験
と
関
連
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
大
き
な
理
想
へ
の

憧
れ
の
崩
壊
の
後
、
理
想
に
執
着
す
る
姿
勢
へ
の
不
信
が
生
ま
れ
、
世
界
と

の
距
離
を
取
り
な
が
ら
、
自
分
だ
け
の
信
念
の
世
界
に
潜
り
込
む
こ
と
の
正

し
さ
を
貫
こ
う
と
す
る
、「
確
固
と
し
た
」
信
念
に
貫
か
れ
た
頑
な
な
生
活

態
度
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
「
僕
」
の
「
確
固
と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
」
が
一
体
何
を
意

味
し
て
い
る
か
を
確
認
し
よ
う
。
三
人
の
晩
御
飯
の
間
に
「
妹
」
の
皮
肉
の

話
に
対
し
て
、「
僕
」
は
い
つ
も
と
違
う
真
面
目
な
態
度
で
次
の
よ
う
に
答

え
た
。

　

「
こ
の
人
は
た
い
て
い
の
有
益
で
社
会
的
な
も
の
ご
と
は
あ
ま
り
好

き
じ
ゃ
な
い
の
よ
」
と
妹
が
言
っ
た
。「
だ
か
ら
仕
事
先
な
ん
て
ど
こ

で
も
よ
か
っ
た
の
。
た
ま
た
ま
そ
こ
に
コ
ネ
が
あ
っ
た
ん
で
入
っ
た
だ



一
〇

テ
ィ
ー
の
不
味
さ
を
我
慢
で
き
ず
、
食
べ
る
途
中
で
店
員
さ
ん
に
料
理
を
下

げ
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、「
妹
」
は
「
僕
」
に
強
硬
に
非
難
す
る
。

　

「
で
も
人
を
傷
つ
け
る
わ
」
と
妹
は
言
っ
た
。

　

「
ど
う
し
て
努
力
し
よ
う
と
し
な
い
の
？
ど
う
し
て
も
の
ご
と
の
良

い
面
を
見
よ
う
と
し
な
い
の
？
ど
う
し
て
少
な
く
と
も
我
慢
し
よ
う
と

し
な
い
の
？
ど
う
し
て
成
長
し
な
い
の
？
」

　

「
成
長
し
て
い
る
」と
僕
は
少
し
気
持
ち
を
傷
つ
け
ら
れ
て
言
っ
た
。

　

「
我
慢
も
し
て
い
る
し
、
も
の
ご
と
の
良
い
面
だ
っ
て
見
て
い
る
。

君
と
同
じ
と
こ
ろ
を
見
て
な
い
だ
け
の
話
だ
」

　

レ
ス
ト
レ
ン
で
「
妹
」
の
批
判
の
言
葉
を
「
僕
」
は
「
ス
パ
ゲ
テ
ィ
ー
の

少
し
先
の
方
に
は
彼
女
の
婚
約
者
が
い
て
、
彼
女
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
そ

ち
ら
の
方
を
問
題
に
し
て
い
た
の
だ
」
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。「
妹
」

の
強
い
批
判
の
原
因
が
彼
女
の
フ
ィ
ア
ン
セ
を
受
け
入
れ
な
い
自
分
の
姿
勢

に
あ
る
と
「
僕
」
は
理
解
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
一
因
だ
が
、「
ど

う
し
て
努
力
し
よ
う
と
し
な
い
の
？
ど
う
し
て
も
の
ご
と
の
良
い
面
を
見
よ

う
と
し
な
い
の
？
ど
う
し
て
少
な
く
と
も
我
慢
し
よ
う
と
し
な
い
の
？
ど
う

し
て
成
長
し
な
い
の
？
」
と
い
う
一
連
の
反
問
が
「
妹
」
の
批
判
の
核
心
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
努
力
」、「
も
の
ご
と
の
い
い
面
を
見
る
」、「
我
慢
」、

「
理
想
」
へ
の
接
近
の
意
志
の
強
さ
に
支
え
ら
れ
た
「
確
固
と
し
た
」
態
度

で
社
会
に
向
け
て
振
舞
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

八
十
年
代
に
入
り
日
本
社
会
が
徐
々
に
情
報
化
さ
れ
て
い
く
に
従
い
、
社

会
シ
ス
テ
ム
の
独
占
化
が
進
み
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
は
人
間
の
ど
の
よ
う

な
行
為
も
、
広
告
、
情
報
、
口
コ
ミ
な
ど
に
包
囲
さ
れ
、
い
わ
ば
他
人
の
欲

望
を
欲
望
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
見
せ
か
け
だ
け
の
主
体
性
に
よ
る
行
動
に

な
っ
て
い
る
。「
渡
辺
昇
」
は
そ
の
よ
う
な
時
代
の
典
型
的
な
主
体
の
あ
り

方
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
父
親
世
代
の
功
績
に
よ
り
豊
か
な
生
活
を
暮
ら
し

な
が
ら
、
情
報
化
社
会
に
転
換
し
た
八
十
年
代
に
生
き
る
「
渡
辺
昇
」
は
、

真
の
主
体
性
、
真
の
主
体
的
選
択
の
可
能
性
を
奪
わ
れ
た
こ
と
す
ら
気
づ
い

て
い
な
い
。
現
存
の
シ
ス
テ
ム
を
維
持
す
る
た
め
に
一
生
懸
命
に
働
き
、
シ

ス
テ
ム
内
部
の
歯
車
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
が「
渡
辺
昇
」で
あ
る
。「
僕
」

の
「
確
固
と
し
た
」
態
度
の
下
で
維
持
し
続
け
る
「
い
い
加
減
な
生
き
方
」

は
一
見
だ
ら
し
が
な
い
生
き
方
だ
が
、
そ
れ
は
一
般
の
均
一
化
さ
れ
た
人
間

の
無
創
造
性
に
対
す
る
抵
抗
や
、
自
由
や
真
の
主
体
性
を
守
り
続
け
る
意
志

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
「
妹
」
―
―
女
性
の
視
点

　

「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
は
「
妹
」
と
「
僕
」
が
レ
ス
ト
ラ
ン
で
ス

パ
ゲ
テ
ィ
ー
を
食
べ
な
が
ら
論
争
し
て
い
る
場
面
か
ら
始
ま
っ
た
。
ス
パ
ゲ
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「
結
婚
を
申
し
こ
ま
れ
た
っ
て
い
う
こ
と
？
」

　

「
ま
あ
ね
」
と
彼
女
は
言
っ
た
。「
ま
だ
返
事
は
し
て
い
な
い
け
ど
」

　

「
ふ
う
ん
」
と
僕
は
言
っ
た
。

　

「
本
当
の
こ
と
を
言
え
ば
、
私
だ
っ
て
ま
だ
勤
め
は
じ
め
た
ば
か
り

だ
し
、
も
う
少
し
一
人
で
の
ん
び
り
と
遊
び
た
い
の
よ
。
あ
な
た
ほ
ど

ラ
デ
ィ
カ
ル
じ
ゃ
な
い
に
せ
よ
ね
」

　

「
ま
あ
健
全
な
考
え
方
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
な
」
と
僕
は
認
め
た
。

　

「
で
も
彼
は
良
い
人
だ
し
、
結
婚
し
て
も
い
い
と
思
う
し
」
と
妹
は

言
っ
た
。「
考
え
ど
こ
ろ
ね
」

　

僕
は
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
写
真
を
も
う
一
度
手
に
と
っ
て
眺
め
た
。
そ

し
て
「
や
れ
や
れ
」
と
思
っ
た
。

　

大
学
を
出
て
旅
行
代
理
店
で
勤
め
て
い
る
「
妹
」
の
「
本
当
の
こ
と
を
言

え
ば
、
私
だ
っ
て
ま
だ
勤
め
は
じ
め
た
ば
か
り
だ
し
、
も
う
少
し
一
人
で
の

ん
び
り
と
遊
び
た
い
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
も
と
も
と
自
分
の
人
生
に
つ
い

て
き
ち
ん
と
計
画
を
持
ち
、「
自
分
」
と
し
て
社
会
の
中
で
自
己
実
現
を
追

求
し
よ
う
と
す
る
彼
女
の
真
摯
な
性
格
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
だ
が
、
最
終

的
に
「
結
婚
」
と
い
う
こ
と
が
全
て
の
女
性
の
選
択
に
な
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
選
択
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
社
会
の
暗
黙
の
抑
圧
の

「
ル
ー
ル
」
に
彼
女
は
強
く
拘
束
さ
れ
、
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
し
ま
う
。「
で

「
成
長
」
と
い
う
言
葉
が
全
て
現
代
社
会
に
生
き
る
人
間
に
不
可
欠
の
条
件

で
あ
り
、
文
明
の
社
会
生
活
の
内
部
で
生
き
て
い
く
た
め
に
必
要
な
保
証
だ

が
、「
僕
」
が
周
り
の
人
間
と
異
な
っ
た
特
異
な
生
き
方
を
し
て
い
る
こ
と

に
対
し
て
「
妹
」
は
批
判
し
て
い
る
。「
妹
」
の
批
判
の
裏
に
は
、
実
は
兄

の
「
僕
」
の
存
在
の
核
心
部
分
へ
の
深
い
関
心
も
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
社
会
に
生
き
て
い
る
人
間
の
全
て
が
「
努
力
」、「
も
の
ご
と
の
い
い
面

を
見
る
」、「
我
慢
」、「
成
長
」
だ
と
要
求
さ
れ
て
い
る
上
に
、
女
性
と
し
て

の
自
分
が
「
結
婚
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
不
安
、
憂
慮
、
恐
怖

な
ど
に
囲
ま
れ
て
実
際
的
に
自
己
実
現
の
可
能
性
が
で
き
な
く
な
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
恐
れ
に
陥
っ
て
し
ま
う
一
方
、
兄
の
「
僕
」
が
自
分
な
り
の

生
き
方
で
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
こ
と
を
も
心
配
し
て
い
る
。

　

「
我
慢
も
し
て
い
る
し
、
も
の
ご
と
の
良
い
面
だ
っ
て
見
て
い
る
。
君
と

同
じ
と
こ
ろ
を
見
て
な
い
だ
け
の
話
だ
」
と
い
う
「
僕
」
の
話
は
、実
は
「
妹
」

の
批
判
の
真
意
を
見
抜
き
、
自
ら
の
生
き
方
の
正
し
さ
を
確
保
し
よ
う
と
し

て
い
る
兄
の
正
直
な
心
情
が
現
れ
て
い
る
。「
妹
」
が
「
僕
」
に
初
め
て
「
渡

辺
昇
」
の
写
真
を
見
せ
た
場
面
で
、
二
人
の
会
話
は
次
の
よ
う
に
展
開
し
て

い
る
。

　

「
さ
て
、
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
だ
よ
」

　

「
わ
か
ら
な
い
わ
。
で
も
結
婚
す
る
か
も
し
れ
な
い
わ
ね
」



一
二

　

「
と
き
ど
き
、な
ん
だ
か
す
ご
く
怖
い
の
よ
、先
の
こ
と
が
」
と
い
う
「
妹
」

の
不
安
感
の
表
出
に
は
、
女
性
と
し
て
の
苦
境
の
縮
図
が
見
え
て
く
る
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、「
妹
」
の
内
心
に
は
二
つ
の
正
反
対
の
志
向
性
が
あ
る
。「
自

由
」
を
目
指
し
て
社
会
領
域
で
自
己
価
値
を
実
現
す
る
た
め
に
努
力
す
る
こ

と
や
、
保
守
的
で
伝
統
的
な
価
値
観
に
妥
協
し
、
公
的
な
社
会
領
域
か
ら
退

出
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
新
し
い
理
念
の
出
現
と
可
能
性
の
増
加
と
頑
固

な
古
い
観
念
の
根
強
さ
の
間
に
立
っ
て
い
る
女
性
に
と
っ
て
、
選
択
肢
は
僅

か
し
か
な
い
。
し
か
も
、
前
者
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
的
領
域
で
の

排
除
や
偏
見
が
絶
え
ず
一
人
の
女
性
に
向
け
ら
れ
、
孤
立
さ
せ
る
。
一
方
後

者
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
体
性
は
埋
没
し
、
私
的
領
域
で
「
母
親
」、

「
妻
」、「
嫁
」
と
い
う
身
分
の
下
で
無
償
労
働
を
し
続
け
る
。
結
果
的
に
、

偶
然
性
に
満
ち
た
日
常
生
活
の
中
で
、
変
化
し
つ
つ
あ
る
現
実
に
対
応
で
き

る
唯
一
の
方
法
と
し
て
「
悪
い
こ
と
が
起
き
た
ら
、
そ
の
時
点
で
考
え
る
よ

う
に
す
れ
ば
良
い
ん
だ
」
と
い
う
「
僕
」
の
「
妹
」
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
だ
け

が
残
る
で
あ
ろ
う
。

　

兄
で
あ
る
「
僕
」
の
「
確
固
と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
」
を
、「
妹
」

が
自
分
の
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
重
ね
な
が
ら
、
自
由
な
選
択
を
選
び
取
る
こ

と
の
大
切
さ
を
示
唆
す
る
兄
へ
の
敬
愛
の
情
が
、こ
の
小
説
を
ま
さ
に「
フ
ァ

ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
相
応
し
い
小
説
に
し
て
い
る
と

も
彼
は
良
い
人
だ
し
、
結
婚
し
て
も
い
い
と
思
う
し
」、「
考
え
る
ど
こ
ろ
」

と
い
う
言
葉
に
、
自
己
実
現
を
女
性
た
ち
が
自
由
に
実
現
で
き
る
よ
う
な
社

会
で
は
な
い
こ
と
に
も
気
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
で
「
妹
」
の
心
理
の
葛
藤
が

克
明
に
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　

お
互
い
の
両
親
に
挨
拶
し
に
行
っ
て
、「
渡
辺
昇
」
と
の
結
婚
の
話
が
少

し
ず
つ
進
ん
で
い
く
う
ち
に
、「
妹
」
の
心
情
が
混
乱
し
て
く
る
よ
う
に
見

え
る
。
小
説
の
中
で
、「
僕
」
と
唯
一
真
面
目
に
話
し
合
う
場
面
で
、
二
人

は
次
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。

　

「
と
き
ど
き
、
な
ん
だ
か
す
ご
く
怖
い
の
よ
、
先
の
こ
と
が
」
と
妹

は
言
っ
た
。

　

「
良
い
面
だ
け
を
見
て
、
良
い
こ
と
だ
け
を
考
え
る
よ
う
に
す
る
ん

だ
。
そ
う
す
れ
ば
何
も
怖
く
な
い
。
悪
い
こ
と
が
起
き
た
ら
、
そ
の
時

点
で
考
え
る
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
ん
だ
」
と
僕
は
渡
辺
昇
に
言
っ
た
の

と
同
じ
科
白
を
く
り
か
え
し
た
。

　

「
で
も
そ
う
う
ま
く
い
く
も
の
か
し
ら
？
」

　

「
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
時
点
で
ま
た
考
え
れ
ば
い
い
ん

だ
」

　

妹
は
く
す
く
す
笑
っ
た
。「
あ
な
た
っ
て
昔
か
ら
か
わ
ら
ず
変
な
人

ね
」
と
彼
女
は
言
っ
た
。



村
上
春
樹
「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ア
フ
ェ
ア
」
論 

―
―
孤
立
と
抱
擁
―
―

一
三

会
に
生
き
る
全
て
の
人
間
と
共
有
し
よ
う
と
す
る
主
題
に
他
な
ら
な
い
。

注（
１
）	

加
藤
典
洋
『
村
上
春
樹
の
短
編
を
英
語
で
読
む　

一
九
七
九
―
―

二
〇
一
一
上
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫　

二
〇
一
九
年
一
〇
月
）
参
照
。
加
藤

は
カ
ン
ト
の
言
葉
「
マ
ク
シ
ム
」
を
使
い
、
小
説
の
主
人
公
の
「
僕
」
の

生
き
方
を
定
義
し
た
。
ま
た
、「
僕
」
が
「
僕
」
な
り
の
生
き
方
を
貫
こ
う

と
す
る
と
同
時
に
、「
妹
」
の
批
判
や
「
異
質
」
な
も
の
（
渡
辺
昇
）
の
介

入
で
そ
の
「
マ
ク
シ
ム
」
が
崩
壊
し
、
そ
の
「
関
係
の
機
能
不
全
」
か
ら

回
復
を
試
み
た
人
物
像
と
し
て
「
僕
」
を
意
味
づ
け
た
。

（
２
）	

拙
稿「
村
上
春
樹『
パ
ン
屋
再
襲
撃
』論
―
―
現
実
と
虚
構
の
は
ざ
ま
―
―
」

（『
季
刊iichiko

』
第
一
五
四
号　

二
〇
二
二
年
四
月
）
に
お
い
て
、
八
〇

年
代
の
日
本
社
会
に
生
き
る
人
間
が
情
報
化
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
一
層
疎

外
さ
れ
、
現
実
の
虚
構
性
が
よ
り
顕
在
化
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。

「
パ
ン
屋
再
襲
撃
」
に
描
か
れ
た
、「
不
条
理
」
に
抵
抗
す
る
た
め
の
二
度

目
の
襲
撃
は
、現
実
の
「
虚
構
性
」
と
衝
突
し
必
ず
失
敗
す
る
に
違
い
な
い
。

そ
の
後
、
再
び
自
ら
の
「
マ
ク
シ
ム
」
に
従
っ
て
生
き
る
し
か
な
い
「
僕
」

の
生
き
方
が
、「
確
固
と
し
た
い
い
加
減
な
生
き
方
」
と
し
て
現
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、現
実
の「
不
条
理
」に
取
り
憑
か
れ
て
い
る「
僕
」

は
、「
不
条
理
」
へ
の
抵
抗
し
難
さ
と
主
体
的
選
択
の
難
し
さ
を
認
識
し
な

が
ら
、
日
常
の
中
で
も
「
マ
ク
シ
ム
」
に
よ
っ
て
普
通
の
人
間
と
一
線
を

画
い
て
、「
選
択
す
る
意
志
」
の
重
要
性
を
確
信
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
３
）	

見
田
宗
介
『
現
代
日
本
の
感
覚
と
思
想
』（
講
談
社
学
術
文
庫　

一
九
九
五

年
）

（
４
）	
大
澤
真
幸『
不
可
能
性
の
時
代
』（
岩
波
新
書　

二
〇
〇
八
年
四
月
）に「『
夢
』

と
い
う
モ
ー
ド
は
、『
理
想
』
と
『
虚
構
』
の
両
方
に
引
き
裂
か
れ
る
よ
う

な
両
犠
性
を
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
中
間
に
あ
る

言
え
る
だ
ろ
う
。

結

　

小
説
の
末
尾
、
疲
れ
切
っ
た
「
僕
」
が
ベ
ッ
ド
の
上
で
「
我
々
は
い
っ
た

い
ど
こ
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
考
え
る
。「
フ
ァ
ミ
リ
ー
・

ア
フ
ェ
ア
」
の
登
場
人
物
で
あ
る
「
僕
」
と
そ
の
「
妹
」、「
渡
辺
昇
」
の
三

人
に
対
す
る
問
い
か
け
で
あ
り
、
同
時
代
の
日
本
社
会
へ
の
問
い
で
も
あ
る

だ
ろ
う
。

　

資
本
社
会
の
中
に
身
を
委
ね
て
、
父
親
か
ら
継
承
し
た
肩
書
き
や
財
産
を

受
け
取
り
、現
代
日
本
社
会
を
「
修
正
」
し
維
持
し
続
け
る
の
が
「
渡
辺
昇
」

で
あ
る
。「
妹
」
は
社
会
か
ら
の
抑
圧
や
偏
見
を
飲
み
込
む
か
ど
う
か
迷
っ

た
末
に
、
い
わ
ゆ
る
普
通
の
正
し
さ
―
―
一
般
論
、
大
多
数
の
選
択
―
―
に

従
っ
て
人
生
の
道
を
選
択
す
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
寛
容
で
平
等
で
、
女
性

へ
の
差
別
が
な
い
社
会
に
な
る
ま
で
、
長
い
道
の
り
が
あ
る
こ
と
を
、
こ
の

小
説
は
読
者
に
示
唆
し
て
い
る
。「
僕
」
の
「
確
固
と
し
た
」
態
度
で
「
い

い
加
減
な
生
き
方
」
を
通
じ
て
、
八
十
年
代
に
入
り
、
情
報
資
本
社
会
の
中

に
生
き
る
人
間
の
幸
福
の
基
盤
へ
の
根
本
的
な
懐
疑
が
こ
の
小
説
の
主
題
で

あ
る
。「
僕
」
は
普
通
の
正
し
さ
と
敢
え
て
一
線
を
画
し
、
真
に
主
体
的
な

選
択
が
可
能
か
、
絶
え
間
な
く
試
み
続
け
て
い
る
の
だ
。「
僕
」
の
こ
の
よ

う
な
生
き
方
が
読
者
に
問
い
か
け
る
も
の
こ
そ
、
村
上
春
樹
が
同
時
代
の
社



一
四

『
夢
の
時
代
』
は
、
両
側
の
理
想
の
時
代
と
虚
構
の
時
代
へ
と
解
消
す
る
こ

と
が
で
き
、
大
き
く
は
、
理
想
の
時
代
か
ら
虚
構
の
時
代
へ
の
転
換
が
あ
っ

た
、と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。私
は
、そ
れ
ま
で
の
戦
後
史
の
五
〇
年
の
ち
ょ

う
ど
中
間
に
あ
た
る
一
九
七
〇
年
に
、
こ
の
二
つ
の
時
代
の
転
換
点
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
述
べ
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
見
田
宗
介
と

異
な
る
戦
後
時
代
区
分
を
大
澤
は
本
書
の
中
で
提
起
し
た
。

　

こ
こ
で
大
澤
の
理
論
を
引
用
し
、
本
章
で
論
じ
よ
う
と
す
る
三
人
の
登

場
人
物
が
生
ま
れ
た
時
代
の
背
景
や
そ
の
時
代
の
若
者
の
一
般
的
な
特
徴

と
し
て
援
用
し
た
。
ま
た
、
八
十
年
代
末
頃
に
「
理
想
の
時
代
」
が
す
で

に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
い
、「
虚
構
の
時
代
」
の
中
心
に
生
き
て
い
る
若
者
の

一
般
的
特
性
に
反
し
て
、
依
然
と
し
て
「
理
想
」
へ
の
志
向
性
を
捨
て
か

ね
て
い
る
人
間
こ
そ
が
作
品
の
中
心
的
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
。

（
ち
ん
・
か
し
ん　

雲
南
民
族
大
学
講
師
）


