
「
混
沌
」
の
女
性
／
イ
ン
ド
Ｉ

遠
藤
周
作
「
深
い
河
」

は
じ
め
に

遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論

デ
ィ
ー
プ
Ｍ
バ
ー

遠
藤
周
作
の
「
深
い
河
』
（
以
下
ル
ビ
を
省
略
す
る
）
は
、
一
九
九
一
一
一
年

六
月
に
書
き
下
ろ
し
長
編
と
し
て
講
談
社
よ
り
出
版
さ
れ
た
。
本
作
は
五
名

に
お
よ
ぶ
複
数
の
主
要
登
場
人
物
の
視
点
が
交
錯
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開

す
る
が
、
そ
の
物
語
を
構
成
す
る
主
題
や
背
景
は
人
物
ご
と
に
用
意
さ
れ
て

お
り
、
多
面
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
可
能
な
テ
ク
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
。
先
行

研
究
に
お
い
て
、
『
深
い
河
」
は
「
転
生
」
や
「
混
沌
」
と
い
っ
た
キ
リ
ス

ト
教
に
根
差
す
人
間
存
在
と
関
わ
る
「
汎
神
論
」
的
認
識
を
中
心
と
す
る
論

考
が
多
く
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
遠
藤
祐
「
『
深
い
河
』
ｌ
ｌ
そ
の
物
語
構

１
。
》造

」
は
入
念
な
精
読
に
よ
っ
て
本
作
の
暇
庇
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
「
転
生
」

を
軸
に
し
た
概
括
的
な
分
析
を
試
み
て
お
り
、
川
島
秀
一
は
『
遠
藤
周
作

〈
和
解
〉
の
物
語
』
に
て
「
神
」
に
よ
る
愛
の
働
き
が
「
個
な
る
も
の
か
ら

普
遍
な
る
初
原
へ
、
個
な
る
民
族
の
心
性
か
ら
混
沌
な
る
始
原
へ
」
人
間
を

導
く
と
い
う
、
宗
教
多
元
主
義
的
な
作
者
の
晩
年
に
お
け
る
意
図
を
推
測
し

公
開

一
一
一
一
口

－
２
－

て
い
る
。

し
か
し
二
○
○
○
年
以
降
に
な
る
と
、
荒
井
英
恵
「
遠
藤
周
作
一
漂
い
河
」

と
３
』

に
お
け
る
美
津
子
像
ｌ
も
う
ひ
と
つ
の
物
語
‐
ｌ
」
や
加
藤
憲
子
「
遠
耀

－
４
一

周
作
『
深
い
河
」
論
Ｉ
チ
ャ
ー
ム
ン
ダ
‐
女
神
の
意
味
す
る
も
の
ｌ
」

と
い
っ
た
異
な
る
視
点
か
ら
の
考
察
が
出
現
し
た
。
本
作
に
描
出
さ
れ
る
女

性
と
そ
の
存
在
認
識
を
め
ぐ
る
研
究
が
着
実
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ

れ
ら
の
成
果
か
ら
は
指
摘
で
き
る
。
そ
も
そ
も
「
深
い
河
』
に
限
ら
ず
、
遠

藤
の
作
品
研
究
で
「
女
性
」
を
述
べ
る
際
は
、
高
堂
要
「
遠
藤
周
作
・
道
化

《
５
》

な
る
「
母
」
へ
の
憧
臓
ｌ
逮
藤
周
作
に
お
け
る
「
母
な
る
も
の
」
ｌ
」

な
ど
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
は
「
母
」
に
視
点
を
注
ぐ
傾
向
に
あ

っ
た
。
一
個
の
存
在
と
し
て
の
「
女
性
」
に
着
目
し
た
も
の
は
少
な
い
。
そ

の
事
実
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
笛
木
美
佳
「
遠
藤
周
作
「
わ
た
し
が
．
棄
て

｛
６
》

た
女
」
論
ｌ
〈
小
誉
な
頭
〉
〈
小
苔
な
胸
〉
が
含
み
も
つ
も
の
ｌ
」

や
山
田
都
与
「
遠
藤
周
作
『
決
戦
の
時
』
論
孜
～
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
と
成
瀬

《
７
》

夫
人
と
『
深
い
河
』
成
瀬
美
津
子
の
間
１
１
」
に
代
表
さ
れ
る
一
九
九
○
年
代

以
降
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
理
論
の
浸
透
に
伴
う
遠
藤
作
品
の
読
み
直
し
は
、
非
常

泉
谷
瞬

一

九



ま
ず
、
遠
藤
作
品
に
お
け
る
「
悪
女
」
と
は
何
か
を
定
義
し
た
い
。
管
見

に
よ
れ
ば
、
遠
藤
が
「
悪
女
」
の
明
確
な
定
義
を
述
べ
た
例
は
見
当
た
ら
な

｛
８
〕

い
。
だ
が
「
悪
女
は
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
漠
と
し
た
気
持
」
が
あ
る
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
悪
女
」
に
つ
い
て
何
ら
か
の
暖
昧
な
形
は
意
識
し
て

い
た
と
窺
え
る
。
こ
こ
で
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
遠
藤
が
「
悪
」
そ
の
も

の
に
つ
い
て
言
及
し
た
次
の
文
章
で
あ
る
。

悪
女
と
聖
女

他
に
も
犯
罪
行
為
や
不
道
徳
性
を
「
悪
女
」
の
根
拠
と
し
た
場
合
、
聖
書

に
お
い
て
娼
婦
や
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
が
キ
リ
ス
ト
の
奇
跡
を
授
か
っ
た
と

い
う
遠
藤
の
解
釈
と
矛
盾
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
言
え
唖
、
単
純
に
「
罪
を
犯

し
た
女
」
が
「
悪
女
」
と
同
等
に
扱
わ
れ
な
い
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き

る
。
遠
藤
の
内
に
あ
る
こ
う
し
た
「
悪
女
」
の
形
が
作
品
へ
具
象
化
さ
れ
た

人
物
が
、
「
真
昼
の
悪
魔
」
（
新
潮
社
、
一
九
八
○
年
一
二
月
）
の
大
河
内
葉

子
、
『
悪
霊
の
午
後
・
一
（
講
談
社
、
一
九
八
三
年
四
月
）
の
南
条
英
子
、
『
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
一
（
新
潮
社
、
一
九
八
六
年
三
月
）
の
成
瀬
万
里
子
で
あ
る
こ

と
は
、
た
と
え
ば
『
真
昼
の
悪
魔
』
の
大
河
内
葉
子
が
自
ら
「
無
感
動
な

女
」
と
吐
露
す
る
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
と
言
え
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
が
一
九

八
○
年
代
に
相
次
い
で
執
筆
さ
れ
た
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

で
は
、
彼
女
た
ち
は
如
何
な
る
特
徴
を
以
て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
『
真
昼
の
悪
魔
』
の
大
河
内
葉
子
の
職
業
は
医
師
で
あ
る
が
、
承
諾
な

し
に
新
薬
の
実
験
を
行
っ
た
患
者
に
対
し
て
「
生
き
て
も
皆
に
迷
惑
を
か
け

る
し
か
な
い
虫
け
ら
み
た
い
な
お
婆
さ
ん
」
と
言
っ
て
の
け
る
残
酷
性
を
所

持
し
て
お
り
、
医
師
と
し
て
の
職
業
倫
理
は
決
定
的
に
欠
落
し
て
い
る
。

『
悪
霊
の
午
後
」
の
南
条
英
子
は
、
男
た
ち
の
意
識
に
潜
む
性
欲
や
死
へ
の

罪
が
再
生
の
意
志
を
表
現
す
る
も
の
に
た
い
し
て
、
悪
は
自
己
破
滅
の

衝
動
で
あ
る
。
（
略
）
そ
こ
に
は
再
生
の
希
望
や
救
い
の
欲
求
な
ど
は

ま
っ
た
く
な
く
、
た
だ
永
遠
に
無
感
動
と
無
感
覚
の
状
態
に
戻
ろ
う
と

す
る
虚
無
へ
の
願
い
が
あ
る
。
そ
れ
を
私
は
罪
と
は
ま
っ
た
く
違
う
燕

－
９
》

と
よ
ん
で
い
る
。

三
○

に
意
義
深
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

本
論
で
は
遠
藤
作
品
に
特
徴
的
な
女
性
造
型
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
遠
藤

の
造
型
の
中
に
根
源
的
に
旺
胎
す
る
作
品
読
解
の
多
様
な
可
能
性
を
拓
い
て

い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
『
深
い
河
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
成
瀬
美
融
子

は
、
そ
の
名
字
「
成
瀬
」
が
想
起
さ
せ
る
よ
う
に
、
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
の

成
瀬
万
里
子
や
そ
れ
に
類
す
る
女
性
造
型
と
深
い
関
わ
り
が
あ
る
が
、
そ
れ

ら
の
如
何
な
る
部
分
が
成
瀬
美
津
子
へ
引
き
継
が
れ
、
結
実
し
て
い
く
の
か

を
見
て
い
き
た
い
。
ま
た
『
深
い
河
』
で
は
「
混
沌
」
と
い
う
概
念
が
し
ば

し
ば
強
調
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
表
象
は
イ
ン
ド
の
ベ
ナ
レ
ス
に
あ
る
ガ
ン
ジ

ス
河
や
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
女
神
・
チ
ャ
ー
ム
ン
ダ
ー
に
託
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
何
故
な
の
か
。
遠
藤
が
読
者
に
突
き
付
け
た
極
限
的
な
「
生
」

と
「
死
」
が
共
存
す
る
風
景
と
、
こ
れ
ら
の
「
混
沌
」
と
絡
ま
り
執
勤
な
ま

で
に
読
者
を
翻
弄
す
る
成
瀬
美
津
子
と
い
う
人
物
の
連
鎖
は
、
ど
の
よ
う
に

遠
藤
の
作
品
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
た
い
。



遠
藤
周
作
一
深
い
河
』
論

書
き
継
い
で
お
り
、
『
わ
た
し
が
．
棄
て
た
．
女
」
（
文
蕊
春
秋
新
社
、
一
九

六
四
年
三
月
）
の
森
田
ミ
ツ
は
そ
の
典
型
と
も
言
え
る
登
場
人
物
で
あ
ぁ
。

森
田
ミ
ツ
の
よ
う
な
、
他
人
へ
献
身
的
な
態
度
を
以
て
接
す
る
と
い
う
特
徴

に
沿
っ
た
女
性
を
作
中
で
使
用
さ
れ
る
単
語
に
倣
い
、
本
論
で
は
「
聖
女
」

［
肌
］

と
定
義
し
た
い
。
ま
た
、
若
干
性
格
が
異
な
る
も
の
の
、
自
己
蟻
牲
を
伴
う

行
為
で
相
手
を
救
う
役
割
で
捉
え
る
な
ら
ば
『
女
の
一
生
一
部
・
キ
ク
の

場
合
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
一
月
。
以
下
『
女
の
一
生
』
と
表

記
）
の
キ
ク
も
「
聖
女
」
と
見
な
し
て
支
障
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
彼
女
た
ち

は
純
粋
性
と
引
き
換
え
に
社
会
的
リ
テ
ラ
シ
ー
を
充
分
持
ち
合
わ
せ
て
お
ら

ず
、
そ
れ
が
故
に
他
者
の
悪
意
に
極
め
て
鈍
感
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
。
そ
の
最
も
象
徴
的
な
言
動
は
、
売
春
を
す
る
こ
と
で
愛
す
る
男
を
支
え

る
行
為
に
集
約
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
得
ら
れ
た
金
銭
は
そ
の
ま
ま
男
た

ち
の
利
益
と
な
り
、
「
聖
女
」
は
都
合
良
く
利
用
さ
れ
た
挙
句
、
簡
単
に
見

捨
て
ら
れ
る
展
開
へ
と
運
ば
れ
る
。

二
つ
の
物
語
で
注
目
す
べ
き
は
、
『
わ
た
し
が
．
棄
て
た
．
女
』
の
吉
岡

が
一
ぼ
く
は
今
あ
の
女
を
聖
女
だ
と
思
っ
て
い
る
」
と
述
懐
し
、
『
女
の
一

生
」
の
伊
藤
清
左
衛
門
が
「
あ
ん
女
は
…
…
聖
女
や
っ
た
た
い
」
と
儀
悔
す

る
箇
所
に
尽
き
る
。
男
た
ち
は
「
聖
女
」
の
存
在
認
識
を
物
語
末
尾
で
大
き

く
変
革
さ
せ
る
の
だ
が
、
「
こ
の
奇
蹟
は
、
イ
エ
ス
が
聖
母
マ
リ
ア
を
仲
介

と
し
て
行
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
女
性
に
よ
る
男
性
の
聖

一
巧
一

化
」
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
う
る
」
と
い
う
藤
田
尚
子
の
見
解
通
り
、
遠

藤
の
造
型
す
る
「
聖
女
」
は
自
己
犠
牲
に
よ
っ
て
男
性
に
「
愛
」
を
知
ら
し

め
る
役
割
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
笛
木
美
佳
は
森
田
ミ
ツ
の
表
現

一

一

欲
望
を
引
き
出
す
存
在
と
し
て
語
ら
れ
、
一
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
の
成
瀬
万
里

子
は
、
普
段
こ
そ
善
良
で
貞
淑
な
一
婦
人
で
あ
る
が
、
別
の
場
面
に
お
い
て

は
幼
児
虐
殺
で
有
名
な
中
世
の
軍
人
ジ
ル
・
ド
・
レ
の
伝
記
を
愛
読
し
、
や

は
り
不
道
徳
の
正
当
性
を
説
い
て
み
せ
る
。
三
人
に
共
通
す
る
点
は
、
反
社

会
的
な
行
為
に
一
切
躍
踏
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
物
語
に
お
け

る
試
み
が
、
登
場
人
物
た
ち
を
自
覚
的
な
「
悪
」
や
「
自
己
破
滅
」
へ
駆
り

《
Ⅱ
』

立
て
る
「
す
さ
ま
じ
い
力
」
の
表
出
に
あ
っ
た
》
」
と
は
確
実
で
あ
る
が
、

『
肥
一

「
周
作
の
サ
タ
ニ
ッ
ク
な
想
像
の
限
界
」
と
加
藤
宗
哉
が
述
べ
る
よ
う
に
、

遠
藤
作
品
の
「
悪
女
」
が
そ
の
造
型
に
お
い
て
致
命
的
と
も
言
え
る
弱
点
を

有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
こ
れ
ら
「
悪
女
」
が
為
す
「
悪
」
は
、

道
徳
的
行
為
を
相
対
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
性
的
欲
望
と
死
に
関
す
る

「
罪
」
を
伴
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
罪
」
と
「
悪
」
の
混
同
が
生
起
し
、

「
悪
」
を
悪
た
ら
し
め
る
要
素
が
決
定
さ
れ
難
い
。
遠
藤
は
世
間
に
流
通
す

る
小
説
や
ド
ラ
マ
が
「
霊
や
罪
を
反
道
徳
的
行
為
Ｉ
反
社
会
的
行
為
に
だ

《
蝿
〕

け
限
定
し
て
い
る
」
こ
と
を
「
誤
解
」
と
批
判
し
た
が
、
そ
の
遠
藤
自
身
が

通
俗
的
表
現
か
ら
脱
出
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
問
題
点
は
残
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
を
体
現
す
る
性
が
一
様
に
「
女
性
」
で
あ
る
点
は
看
過
す
べ
き

で
な
い
。
遠
藤
作
品
に
お
い
て
「
悪
女
」
は
主
人
公
た
る
「
男
性
」
を

「
悪
」
の
領
域
へ
誘
惑
す
る
存
在
と
さ
れ
て
い
る
。
堕
落
さ
せ
る
「
イ
ブ
」

的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、
遠
藤
の
「
悪
女
」
は
極
め
て
男
性

フ
テ
ム
プ
ナ
タ
ー
ル

依
存
の
強
い
い
わ
ゆ
る
「
魔
性
の
女
」
に
も
似
た
性
質
を
備
え
て
い
る
と
一
一
一
一
口

え
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
遠
藤
は
破
滅
的
な
「
悪
女
」
と
は
対
照
的
な
女
性
造
型
を
別
に



に
常
々
使
用
さ
れ
る
一
‐
小
さ
な
」
と
い
う
修
辞
に
着
目
し
、
「
「
愚
鈍
」
で

「
馬
鹿
」
な
、
子
供
の
よ
う
な
ミ
ツ
が
、
視
点
を
変
え
れ
ば
高
い
聖
性
を
備

』
略
〕

え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
一
気
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述

べ
、
「
青
い
小
さ
な
葡
萄
」
や
「
ユ
リ
ァ
と
呼
ぶ
女
」
の
二
作
品
と
連
結
さ

せ
た
上
で
「
〈
小
さ
な
〉
も
の
が
聖
性
を
帯
び
て
い
き
、
〈
大
き
な
〉
存
在
意

（
吃
一

味
を
示
す
と
い
う
一
篇
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
支
え
て
い
る
」
と
す
る
が
、
遠

藤
作
品
に
お
い
て
純
粋
な
「
少
女
性
」
こ
そ
が
「
大
き
な
存
在
」
に
至
る
素

質
で
あ
る
と
い
う
論
理
は
、
「
聖
女
」
を
解
読
す
る
に
あ
た
っ
て
極
め
て
有

効
な
指
摘
と
言
え
る
。
「
愛
」
を
示
唆
す
る
「
聖
女
」
の
存
在
が
「
母
な
る

も
の
」
に
接
続
し
、
ひ
い
て
は
『
深
い
河
』
の
「
母
な
る
ガ
ン
ジ
ス
河
」
に

収
敵
す
る
こ
と
は
ま
ず
疑
い
よ
う
が
無
い
。
「
女
性
」
と
い
う
性
別
こ
そ
同

一
で
は
あ
る
が
、
「
聖
女
」
の
概
念
か
ら
は
、
再
生
や
救
い
の
希
望
に
欠
け

た
「
無
感
動
」
な
「
悪
女
」
と
の
強
烈
な
隔
絶
が
窺
え
る
。

二
女
性
の
多
面
的
描
出

こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
遠
藤
は
一
悪
霊
の
午

後
』
の
「
ま
え
が
き
」
で
、
人
間
の
心
の
奥
に
あ
る
「
別
の
秘
密
の
顔
」
に

つ
い
て
心
理
学
者
ユ
ン
グ
の
影
響
を
強
く
受
け
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
も
遠
藤
は
「
イ
ブ
的
な
も
の
」
と
「
聖
母
的
な
も
の
」
が
同
時
に

一
霊
）

心
へ
潜
ん
で
い
る
と
い
っ
た
女
性
観
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
が
、
『
侍
』
（
新
潮

《
湖
〕

社
、
一
九
八
○
年
四
月
）
刊
行
後
に
出
会
っ
た
ユ
ン
グ
の
思
想
は
、
そ
の
女

性
観
を
補
強
す
る
に
充
分
な
役
目
を
果
た
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
聖

女
」
と
「
悪
女
」
が
両
極
に
分
離
し
た
存
在
で
は
な
く
、
合
わ
せ
鏡
の
よ
う

に
扱
わ
れ
る
な
ら
ば
、
「
ニ
ッ
」
と
い
う
笑
い
は
両
者
を
裏
で
繋
ぐ
接
着
剤

と
し
て
機
能
す
る
。

遠
藤
が
ユ
ン
グ
の
影
響
を
受
け
た
半
年
間
の
直
後
に
あ
た
る
一
九
八
一
年

一
月
の
「
新
潮
」
に
発
表
さ
れ
た
短
編
「
夫
婦
の
一
日
」
は
、
夫
の
危
機
を

救
う
た
め
に
「
イ
ン
チ
キ
な
占
師
」
に
だ
ま
さ
れ
た
妻
が
鳥
取
砂
丘
に
杭
を

打
ち
込
み
に
行
く
物
語
で
あ
る
が
、
「
気
が
す
ん
だ
」
妻
が
「
ニ
ッ
と
笑
っ

２
』

た
笑
い
を
し
て
」
、
と
、
細
か
な
差
異
は
あ
れ
ど
も
》
」
れ
ら
の
記
述
は
森
田

ミ
ツ
の
造
型
統
一
に
お
い
て
破
綻
が
無
い
こ
と
を
保
証
し
て
い
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
八
○
年
以
降
に
書
か
れ
た
作
品
に
お
け
る
「
ニ
ッ
」
と
い
う
擬
態

語
が
「
悪
女
」
の
表
現
に
も
採
用
さ
れ
る
時
、
二
者
の
境
界
は
不
明
瞭
と
な

り
混
乱
を
引
き
起
こ
す
。

南
条
英
子
は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
て
藤
綱
を
見
て
い
た
が
、
車
内
の
男

一
垂
』

が
誰
か
と
気
づ
い
た
時
、
目
を
丸
く
し
て
ニ
ッ
と
笑
っ
た
。

三
一

だ
が
、
こ
こ
で
検
討
す
る
の
は
、
一
聖
女
」
と
「
悪
女
」
の
奇
妙
な
共
通

点
で
あ
る
。
遠
藤
作
品
に
頻
出
す
る
「
森
田
ミ
ツ
」
と
い
う
人
物
を
惰
臓
す

れ
ば
、
そ
こ
に
は
「
笑
う
」
表
現
が
際
立
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
い
く

つ
か
の
叙
述
を
以
下
に
列
挙
す
る
。
『
わ
た
し
が
．
棄
て
た
．
女
』
の
「
人

一
岨
）

〔
過
｝

の
よ
さ
そ
う
な
笑
い
」
、
『
ピ
エ
ロ
の
歌
』
の
「
人
の
良
さ
そ
う
な
笑
い
」
、

『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
の
「
少
女
は
人
が
よ
さ
そ
う
に
眼
を
細
め
て
ニ
ッ
と
笑

一
釦
）

っ
た
」
、
『
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
デ
ィ
』
の
「
彼
女
は
人
の
よ
さ
そ
う
な
ニ
ッ
と
し



遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論

や
き
し
い
」
女
性
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
悪
女
」
と
「
妖
女
」
に
つ
い

て
、
登
場
人
物
の
口
を
借
り
た
形
で
簡
潔
な
が
ら
も
定
義
さ
れ
る
こ
と
は
留

意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

タ
イ
ト
ル
に
冠
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
遠
藤
は
「
悪

女
」
と
は
別
次
元
の
「
妖
女
」
と
い
う
新
機
軸
を
こ
こ
で
試
案
し
て
い
た
可

能
性
が
あ
る
。
「
二
重
人
格
」
と
い
う
通
俗
的
な
設
定
に
依
拠
し
た
こ
と
や

［
閉

「
ミ
ス
ー
プ
リ
ー
」
と
い
う
小
説
ジ
ャ
ン
ル
、
さ
ら
に
前
項
で
述
べ
た
よ
う
な

遠
藤
特
有
の
「
悪
女
」
造
型
を
継
承
し
て
い
た
た
め
結
果
的
に
多
面
的
描
出

は
完
遂
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
転
生
」
や
「
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
大
学
の
イ

ア
ン
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
」
と
い
っ
た
一
深
い
河
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
こ

の
時
点
で
萌
芽
し
て
い
る
事
実
は
、
大
河
内
葉
子
の
女
性
造
型
が
成
瀬
美
津

子
の
あ
り
得
た
姿
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
一
九
八
○
年
頃
を
境
に
遠
藤
は
一
つ
の
身
体
に
多
面
的

な
心
性
を
宿
す
女
性
造
型
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
特
に
「
悪

女
」
と
は
そ
の
断
片
化
し
た
姿
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
類
型
的
の
誇
り
を
免
れ

な
い
と
す
れ
ば
そ
こ
に
一
つ
の
要
因
が
あ
る
。
さ
て
、
「
夫
婦
の
一
日
」
や

『
妖
女
の
ご
と
く
』
が
遠
藤
の
女
性
観
を
解
き
ほ
ぐ
す
上
で
大
き
な
指
標
と

な
る
作
品
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
読
解
を
阻
害
し
て
い
る
原
因

「
妖
女
と
悪
女
は
ち
が
い
ま
す
か
」
／
「
悪
女
は
悪
を
し
て
も
魅
力
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
妖
女
は
悪
を
行
う
こ
と
で
そ
の
魅
力
が
輝
き
を
増
す
よ

《
”
）

う
な
女
の
こ
と
で
す
」

三
一

一

一
正
－

て
、
う
な
ず
い
た
」
と
い
う
結
末
は
、
遠
藤
の
思
い
描
く
女
性
の
一
一
面
性
を

語
る
上
で
重
要
な
位
置
を
示
し
て
い
る
。
男
性
の
た
め
に
女
性
が
必
死
の
行

動
を
起
こ
す
物
語
構
造
に
は
、
か
っ
て
一
．
わ
た
し
が
．
棄
て
た
．
女
』
で
吉

岡
の
生
活
苦
に
同
情
し
、
工
場
や
ソ
ー
プ
で
懸
命
に
働
い
た
森
Ⅲ
ミ
ツ
や
、

『
女
の
一
生
』
で
清
吉
の
命
を
救
う
た
め
に
身
体
を
売
っ
た
キ
ク
の
姿
が
符

合
す
る
。
し
か
し
前
掲
の
藤
田
尚
子
が
述
べ
る
よ
う
な
「
女
性
に
よ
る
男
性

の
聖
化
」
の
物
語
と
同
じ
構
造
を
取
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
の
一

人
称
文
体
で
語
ら
れ
る
が
た
め
に
「
夫
婦
の
一
日
」
の
妻
か
ら
は
、
不
可
解

〔
勢
一

な
新
興
宗
教
に
伴
う
不
気
味
さ
し
か
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
感
動
的

な
要
素
も
一
切
排
除
さ
れ
て
い
る
。
目
的
を
達
成
し
た
妻
の
笑
う
姿
が
末
尾

に
配
憧
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
夫
か
ら
の
永
久
的
な
評
価
保
留
を
意
味

ゴ
ダ
テ
ク
ス
ト

ー
し
て
い
る
。
単
体
で
は
意
味
を
為
さ
ず
、
文
脈
に
よ
っ
て
性
質
が
変
化
す
る

笑
い
の
描
写
に
こ
そ
遠
藤
作
品
の
女
性
が
持
つ
二
面
性
が
端
的
に
表
象
さ
れ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
悪
女
」
が
続
け
て
書
か
れ
た
時
期
の
最
後
に
執
筆
さ
れ
た
『
妖
女
の
ご

と
く
』
（
講
談
社
、
一
九
八
七
年
一
二
月
）
に
登
場
す
る
大
河
内
葉
子
（
先

述
し
た
『
真
昼
の
悪
魔
」
の
大
河
内
葉
子
と
同
名
で
あ
り
、
医
師
と
い
う
設

定
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
）
は
、
最
も
意
識
的
に
二
面
性
と
い
う
理
論
が
実

践
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
女
児
を
殺
害
し
、
知
人
の
男
を
モ
ル
ヒ
ネ
中
毒

に
す
る
と
い
っ
た
大
河
内
葉
子
の
犯
罪
は
、
遠
藤
の
「
悪
女
」
の
中
で
も
と

り
わ
け
残
虐
的
で
あ
る
。
だ
が
、
彼
女
は
「
二
重
人
格
」
と
い
う
設
定
で
あ

り
、
中
世
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
殺
人
者
の
人
格
が
「
転
生
」
し
た
結
果
、
殺
人
の

衝
動
に
か
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
平
常
時
は
「
美
し
く
、
そ
し
て
聡
明
で
、



は
、
高
堂
要
が
言
う
よ
う
な
遠
藤
の
作
品
に
特
徴
的
な
「
明
快
か
つ
納
得
し

｛
鱒
）

や
す
い
」
ド
ラ
マ
性
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
一
九

九
三
年
七
Ⅱ
一
○
日
の
「
読
売
新
聞
」
夕
刊
に
は
「
遠
藤
作
品
の
集
大
成
と

も
」
と
い
う
紹
介
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
出
版
直
後
よ
り
「
集
大

〔
鋤
｝

成
」
と
目
さ
れ
、
多
く
の
ド
ラ
マ
性
を
包
含
し
た
『
深
い
河
』
の
成
瀬
美
津

子
が
、
一
つ
の
女
性
造
型
に
お
け
る
多
面
的
描
出
と
い
う
遠
藤
の
挑
戦
の
果

て
に
誕
生
し
た
人
物
と
す
る
こ
と
は
充
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

三
集
大
成
と
し
て
の
女
性
造
型

に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
物
語
を
注
意
し
て
読
め
ば
、
そ
れ
は

壊
し
滅
ぼ
そ
う
と
す
る
動
き
で
は
な
く
、
自
己
存
在
の
変
革
を
求
め
る
衝
動

〔
勢
》

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
『
深
い
河
」
本
文
で
「
（
む
か

し
は
モ
イ
ラ
、
今
は
テ
レ
ー
ズ
）
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で

両
者
は
部
分
的
な
ず
れ
を
見
せ
る
。
美
津
子
は
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
と
で
追
求

さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
「
テ
レ
ー
ズ
」
の
要
素
が
前
面
に
表
出
さ
れ
た
人
物
と

認
識
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
小
説
「
決
戦
の
時
』
（
講
談
社
、
一
九
九

一
年
五
月
）
を
、
母
性
の
獲
得
と
い
う
方
向
か
ら
分
析
し
、
成
瀬
万
里
子
と

成
瀬
美
津
子
の
「
転
換
点
」
と
扱
っ
た
山
田
都
与
の
論
か
ら
も
、
そ
の
決
定

〔
説
》

的
な
差
異
は
説
明
で
き
る
。

享
楽
的
な
大
学
生
活
に
つ
い
て
、
美
津
子
は
後
に
「
は
じ
め
て
東
京
で
大

学
生
活
を
送
っ
た
田
舎
娘
が
、
精
一
杯
、
自
分
を
顕
示
し
」
て
い
た
と
、

「
自
己
嫌
悪
」
の
念
に
か
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
男
子
学
生
た

ち
か
ら
「
モ
イ
ラ
」
の
役
割
の
意
味
付
け
が
為
さ
れ
た
こ
と
を
挙
げ
る
荒
井

（
弱
》

英
恵
の
意
見
は
示
唆
に
富
む
。
「
モ
イ
ー
フ
」
や
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
の
「
演

技
」
を
す
る
こ
と
で
美
津
子
が
「
母
」
そ
の
も
の
を
秘
密
裡
に
隠
し
て
い
る

と
い
う
荒
井
の
論
は
、
次
に
挙
げ
る
作
中
の
引
用
か
ら
遡
る
に
的
を
射
て
い

る
。

一
わ
た
く
し
、
離
婚
し
た
の
よ
」
／
と
突
然
、
美
津
子
は
皆
に
発
表
し

た
。
一
同
は
一
瞬
怯
え
た
よ
う
な
沈
黙
を
し
た
が
、
女
友
だ
ち
の
一
人

が
、
／
「
ど
う
し
て
？
何
か
あ
っ
た
の
」
／
「
わ
た
く
し
、
あ
な
た
た

ち
と
違
っ
て
、
い
い
奥
様
に
な
れ
な
か
っ
た
か
ら
」
／
「
で
も
、
子
供
は

|皿

『
深
い
河
』
で
自
己
言
及
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ジ
ュ
リ
ァ
ン

・
グ
リ
ー
ン
の
『
モ
イ
ラ
」
お
よ
び
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
『
テ

レ
ー
ズ
・
デ
ス
ヶ
ル
ウ
』
が
、
成
瀬
美
津
子
の
造
型
に
大
部
分
を
投
影
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
改
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
特
に
『
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ス
ケ

ル
ウ
』
の
「
テ
レ
ー
ズ
」
に
関
し
て
は
原
作
の
意
図
と
離
れ
た
窓
意
的
な
翻

〔
副
〕

訳
に
走
ら
せ
る
程
、
遠
藤
の
強
い
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
一
の
姓

を
持
つ
点
で
成
瀬
美
津
子
と
の
連
関
を
暗
示
さ
せ
る
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
の

成
瀬
万
里
子
も
、
「
テ
レ
ー
ズ
」
の
よ
う
な
虚
無
を
発
露
さ
せ
た
人
物
で
あ

る
。
だ
が
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
に
お
い
て
は
「
テ
レ
ー
ズ
」
と
「
モ
イ
ラ
」

の
割
合
は
等
分
で
は
な
く
、
虚
無
的
な
状
況
か
ら
解
放
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
復

｛
認
〕

活
の
証
人
と
な
る
役
割
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
と
宮
野
光
男
は
指
摘
す
る
。

で
は
『
深
い
河
』
の
美
津
子
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
遠
藤
祐
い
わ
く
「
彼

女
の
抱
く
〈
破
壊
術
動
〉
は
、
成
瀬
夫
人
と
は
違
っ
て
、
他
者
よ
り
も
自
己



美
津
子
が
物
語
を
通
し
て
感
じ
る
違
和
の
対
象
と
は
、
結
婚
を
始
め
と
す

る
制
度
に
よ
っ
て
世
間
に
蔓
延
す
る
「
良
妻
賢
母
」
と
相
似
形
で
あ
る
こ
と

が
、
こ
こ
で
確
然
と
す
る
。
家
族
か
ら
「
苗
床
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
「
自
分

の
存
在
を
感
じ
な
く
」
な
っ
た
『
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ス
ヶ
ル
ウ
』
の
「
テ
レ
ー

ズ
」
の
感
情
は
、
現
代
日
本
社
会
へ
舞
台
を
移
し
な
が
ら
も
こ
の
よ
う
に
美

《
諏
］

津
子
へ
継
承
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
モ
イ
ラ
」
の
演
技
を
し
た
と
こ
ろ

で
、
美
津
子
の
心
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
。
「
女
を
抱
く
男
」
を
認
識

す
る
時
、
彼
女
は
自
ら
の
性
別
を
自
覚
し
再
び
虚
無
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。

ほ
し
い
で
し
よ
」
／
｜
ほ
し
く
な
い
。
自
分
と
同
じ
人
間
を
こ
の
世
に
牛

一
郎
〕

む
の
は
、
た
く
さ
ん
」

女
を
抱
い
て
い
る
時
の
男
の
表
情
は
ｌ
美
津
子
の
今
ま
で
の
経
験

で
は
ｌ
ど
れ
も
似
か
よ
っ
て
い
た
．
血
走
っ
た
眼
や
荒
い
息
づ
か

い
。
心
の
さ
め
て
い
る
の
は
美
津
子
だ
っ
た
。

遠
藤
周
作
一
深
い
河
』
論

幾
度
も
描
か
れ
る
。
添
乗
員
の
江
波
は
や
は
り
性
欲
の
対
象
と
し
て
美
津
子

を
観
察
し
、
磯
辺
は
失
っ
た
妻
の
看
病
を
し
て
く
れ
た
と
い
う
関
係
性
に
基

き
、
彼
女
に
「
妻
」
の
姿
を
求
め
る
。
た
と
え
そ
れ
が
「
真
似
事
の
愛
」
で

あ
っ
て
も
、
老
い
た
自
分
を
看
病
し
て
く
れ
る
美
津
子
を
、
木
口
は
「
聖

女
」
の
よ
う
に
捉
え
た
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
愛
を
求
め
祐
復
う
「
テ
レ
ー
ズ
」
の
性
質
と
、
男
性
と
の

関
係
性
に
よ
っ
て
女
性
の
役
割
を
変
化
さ
せ
る
方
法
と
を
結
ぶ
こ
と
で
、
遠

藤
の
理
想
と
し
た
多
面
的
描
出
は
成
立
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
類
型
的
な

「
悪
女
」
と
も
「
聖
女
」
と
も
つ
か
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
微
妙
な
差
異
を
許
容

す
る
女
性
造
型
は
、
ま
さ
し
く
「
集
大
成
」
に
相
応
し
い
と
呼
べ
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
の
成
瀬
美
津
子
を
そ
の
ま
ま
「
混
沌
」
の
体
現
者
に
還

元
さ
せ
る
な
ら
ば
、
作
品
読
解
は
一
意
的
な
も
の
と
し
か
な
ら
な
い
。
ジ
ュ

、
、
、
、
、
、
、

デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
が
述
べ
る
如
く
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
「
様
式
的
な
反
復
行

《
謡
）

為
に
よ
っ
て
外
的
元
エ
間
に
設
定
さ
れ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
す
る
時
、

男
性
の
欲
望
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
役
割
を
強
制
的
に
演
じ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
美
津
子
の
「
主
体
」
は
再
考
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
「
い
よ
い
よ
モ
ィ

ラ
か
」
と
い
う
大
学
時
代
の
同
級
生
が
発
話
す
る
こ
と
で
、
美
津
子
は
「
モ

イ
ラ
」
と
「
イ
ブ
」
を
「
思
い
出
」
す
。
自
由
を
演
技
を
行
う
こ
と
の
で
き

る
「
主
体
」
は
消
え
去
り
、
美
津
子
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
演
技
を
選

呆
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー

ぴ
取
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
「
行
為
体
」
と
化
す
。
そ
れ
は
他
者
か
ら
の
呼

び
か
け
に
限
ら
な
い
。
「
女
だ
か
ら
な
の
」
、
「
女
の
わ
た
く
し
」
と
美
津
子

は
強
固
な
ま
で
に
事
前
的
な
性
を
自
認
し
、
「
テ
レ
ー
ズ
」
と
い
う
女
性
へ

自
己
投
影
し
て
い
く
。
反
復
を
伴
う
こ
れ
ら
の
行
為
遂
行
性
が
ア
イ
デ
ン
テ

三
詞

自
身
が
性
欲
の
対
象
で
あ
る
こ
と
も
忌
避
す
る
美
津
子
は
、
大
津
と
の
性

行
為
に
お
い
て
「
本
当
の
セ
ク
ス
」
を
拒
否
す
る
。
そ
こ
で
大
津
が
美
津
子

の
胸
を
愛
撫
す
る
描
写
が
五
回
あ
る
こ
と
は
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
行
為

は
、
彼
が
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
に
な
る
原
因
と
な
っ
た
「
母
」
を
、
美
津
子
の

乳
一
房
に
求
め
て
い
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
美
津
子
は
「
本
当

の
セ
ク
ス
」
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
津
の
「
母
」
を
演
じ
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
の
他
、
大
津
以
外
の
男
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ
る
役
割
は
作
中
に



る
の
で
あ
る
同

イ
テ
ィ
を
形
成
し
、
そ
し
て
美
津
子
の
身
体
は
言
語
と
言
説
に
よ
る
構
築
物

で
あ
る
と
本
人
で
す
ら
気
付
か
ぬ
ま
ま
、
テ
ク
ス
ト
の
上
で
「
達
成
」
さ
れ

一
．
深
い
河
』
の
基
層
に
位
置
す
る
「
混
沌
」
概
念
は
、
作
中
の
あ
ら
ゆ
る

箇
所
に
そ
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
人
間
存
在
の
持
つ
あ
た
た
か
み
か
ら

断
絶
し
た
か
の
よ
う
な
先
進
国
社
会
に
疲
弊
し
た
作
中
の
人
々
は
「
失
い
し

も
の
」
（
八
章
の
章
題
）
を
、
イ
ン
ド
の
生
活
へ
回
顧
し
て
み
せ
る
。
た
と

え
ば
童
話
作
家
の
沼
川
は
イ
ン
ド
に
到
着
し
た
途
端
、
「
動
物
と
人
間
と
が

一
緒
に
生
活
し
て
い
る
風
景
」
が
「
昔
は
日
本
に
も
あ
」
っ
た
と
感
じ
入

る
。
近
藤
光
博
は
、
イ
ン
ド
の
現
実
に
対
す
る
「
配
慮
が
大
量
に
つ
ま
っ
て

い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
全
体
と
し
て
《
神
秘
な
る
イ
ン
ド
》
の
表
象

へ
と
傾
斜
し
、
も
は
や
古
典
的
と
す
ら
言
え
る
《
イ
ン
ド
》
像
を
再
生
産
し

｛
ロ
》

な
が
ら
閉
じ
る
」
と
、
『
深
い
河
』
全
体
の
限
界
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、

日
本
人
の
団
体
観
光
客
が
イ
ン
ド
へ
赴
く
と
い
う
構
図
を
取
る
以
上
、
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
助
長
す
る
描
写
が
顕
著
と
な
る
こ
と
は
作
者
に
と
っ
て
避

け
よ
う
の
無
い
課
題
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
混
沌
」
の
一
方
通
行

的
な
表
象
を
回
避
す
る
た
め
、
作
中
で
は
様
々
な
工
夫
が
施
さ
れ
る
。
飢
え

や
病
苦
が
刻
ま
れ
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
の
女
神
像
、
道
端
に
倒
れ
て
い
る
人
間
を

誤
っ
て
踏
む
行
為
、
そ
し
て
何
よ
り
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
ジ
ー
の
暗
殺
さ
れ

｛
蝿
）

る
史
実
。
「
生
」
と
対
照
的
な
現
象
で
あ
る
「
死
」
は
隠
匿
さ
れ
る
こ
と
無

く
、
「
生
」
の
真
横
で
日
常
の
風
景
と
し
て
位
置
し
て
い
る
。
締
麗
事
を
並

べ
る
イ
ン
テ
リ
層
に
支
持
さ
れ
、
貧
困
の
渦
巻
く
社
会
へ
一
‐
何
ら
か
の
調
和

を
与
え
よ
う
と
し
た
」
ガ
ン
ジ
ー
首
相
の
暗
殺
事
件
は
イ
ン
ド
の
神
秘
性
を

お
わ
り
に

一
一
一
一
ハ

を
リ
ク
ス

遠
藤
自
身
は
「
男
／
女
」
を
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
Ｉ
理
論
と
し
て

《
釣
】

制
度
的
に
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
ユ
ン
グ
を
始
め
と
す
る
深
層
心
理
学
の

枠
組
み
で
理
解
し
、
「
矛
盾
し
た
も
の
を
混
沌
と
し
た
ま
ま
持
」
つ
こ
と

が
、
「
女
性
の
心
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま
る
」
と
い
う
極
め
て
本
質
主
義
的

《
細

な
見
解
を
残
－
し
て
い
る
。
こ
こ
に
抑
圧
が
加
わ
る
こ
と
で
、
美
津
子
が
秘
め

る
「
破
壊
的
な
も
の
」
は
自
然
の
産
物
と
さ
れ
、
ひ
い
て
は
「
女
で
あ
る
こ

と
」
の
所
与
の
条
件
に
繰
り
上
が
る
。
無
論
、
上
野
千
鶴
子
が
言
う
よ
う
に

「
セ
ク
シ
ユ
ァ
リ
テ
ィ
研
究
に
と
っ
て
「
自
然
」
、
「
本
質
」
、
「
本
能
」
は
禁

仙
一句

」
で
あ
る
。
ま
た
、
遠
藤
の
提
示
し
た
「
混
沌
」
の
概
念
を
容
認
す
る
こ

と
は
、
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
主
体
」
の
政
治
的
な
椛
築
や
「
神
聖
な
内

面
性
の
概
念
」
の
握
造
に
対
す
る
分
析
が
封
殺
さ
れ
る
に
等
し
い
と
、
批
判

樫

す
る
の
も
た
や
す
い
。
し
か
し
作
者
の
理
論
を
離
れ
、
テ
ク
ス
ト
に
現
前
す

エ
イ
ジ
エ
ン
ソ
ー

る
美
津
子
と
い
う
結
果
を
前
述
し
た
よ
う
な
「
行
為
体
」
と
読
み
替
え
る
こ

と
に
、
多
様
性
の
内
包
さ
れ
る
作
品
読
解
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
本
質
主
義
の
理
論
に
従
い
造
型
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
は
ず
の
美
津
子
が

構
築
主
義
の
思
考
と
重
な
る
な
ら
ば
、
「
本
質
」
と
「
構
築
」
と
い
う
単
純

な
二
項
対
立
は
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
る
。
そ
れ
は
「
混
沌
」
の
一

語
に
収
束
さ
せ
ら
れ
て
い
る
美
津
子
の
自
律
的
な
可
能
性
を
、
読
者
に
よ
っ

て
組
み
換
え
て
い
く
契
機
と
な
る
の
で
あ
る
。



遠
藤
周
作
一
深
い
河
』
論

の
怪
桔
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
行
為
遂
行
性
に
よ
っ
て

美
津
子
の
身
体
が
構
築
し
直
さ
れ
る
限
り
、
「
生
」
と
「
死
」
の
日
常
は
も

は
や
如
何
な
る
時
、
如
何
な
る
場
所
で
あ
ろ
う
と
そ
の
身
体
に
書
き
起
こ
さ

れ
る
。
イ
ン
ド
が
含
み
持
つ
「
混
沌
」
と
女
性
造
型
の
連
鎖
を
幻
像
と
す
る

試
み
は
、
こ
う
し
て
初
め
て
成
功
す
る
。
す
な
わ
ち
遠
藤
と
構
築
主
義
と
い

う
交
錯
し
な
い
正
反
対
の
立
場
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
応
用
さ
れ
続

け
る
「
混
沌
」
は
密
か
に
破
壊
さ
れ
て
い
く
。
作
者
が
操
作
不
能
に
陥
っ
た

美
津
子
の
運
動
と
は
破
綻
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
の
到
達
で
あ

る
。
多
義
的
な
読
解
を
望
む
時
、
『
深
い
河
』
で
示
さ
れ
た
こ
の
到
達
を
無

視
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
圧（

１
）
山
形
和
美
編
一
遠
藤
周
作
ｌ
そ
の
文
学
世
界
一
所
収
、
国
研

出
版
、
一
九
九
七
年
一
二
月

（
２
）
和
泉
書
院
、
二
○
○
○
年
九
月
、
一
九
二
’
一
九
三
頁

（
３
）
「
同
志
社
国
文
学
」
第
五
五
号
所
収
、
同
志
社
大
学
国
文
学
会
、

二
○
○
一
年
一
二
月

（
４
）
「
国
文
白
百
合
」
三
八
号
所
収
、
白
而
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学

会
、
二
○
○
七
年
三
月

（
５
）
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
四
五
巻
四
号
所
収
、
至
文
堂
、
一

九
八
○
年
四
月

（
６
）
「
学
苑
」
七
三
八
号
所
収
、
昭
和
女
子
大
学
近
代
文
化
研
究
所
、

二
○
○
二
年
一
月

三
‘-ｋ

捨
象
し
、
そ
れ
に
憧
慢
を
覚
え
る
読
者
へ
の
警
鐘
と
な
り
得
る
。
「
死
」
で

彩
ら
れ
た
こ
の
事
件
は
、
実
在
す
る
イ
ン
ド
と
小
説
で
あ
る
『
深
い
河
』
双

方
に
お
け
る
「
混
沌
」
の
基
盤
を
維
持
す
る
た
め
、
挿
入
さ
れ
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
美
津
子
は
ど
の
よ
う
な
動
き
を
見
せ
る
か
。
物
語
の
終
盤
に
お
い

て
彼
女
は
ガ
ン
ジ
ス
河
で
泳
浴
を
行
う
。
新
婚
夫
婦
を
祝
福
す
る
花
び
ら
や

死
体
の
灰
が
混
然
と
流
れ
て
ゆ
く
河
の
中
へ
、
大
勢
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
に

紛
れ
て
日
本
人
女
性
が
身
を
沈
め
る
姿
は
、
静
護
な
文
体
に
よ
っ
て
描
写
さ

れ
て
い
く
。
観
念
的
に
で
は
な
く
、
具
体
的
な
事
物
に
よ
る
「
生
」
と

「
死
」
、
そ
し
て
人
種
を
も
越
え
た
共
存
の
光
景
は
、
物
語
に
と
っ
て
必
要
な

展
開
で
あ
る
と
同
時
に
、
女
性
造
型
と
イ
ン
ド
の
イ
メ
ー
ジ
を
視
覚
的
に
合

致
さ
せ
、
読
者
を
「
混
沌
」
の
概
念
へ
一
気
に
誘
導
し
て
い
く
力
を
持
つ
。

着
目
す
べ
き
は
、
美
津
子
が
そ
の
最
中
に
、
「
真
似
事
の
祈
り
」
と
「
弁

解
」
す
る
箇
所
で
あ
る
。
か
っ
て
「
真
似
事
の
愛
」
を
行
っ
た
時
、
美
津
子

は
演
技
す
る
主
体
が
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
。
「
多
く
の
顔
」
を

使
い
こ
な
す
「
愛
の
乾
い
た
自
分
」
は
、
正
体
が
分
か
ら
ず
と
も
そ
の
核
に

「
自
分
」
と
し
て
内
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
真
似
事
の
祈
り
」

を
行
う
美
津
子
は
「
弁
解
」
と
い
う
言
葉
が
暗
示
さ
せ
る
よ
う
に
、
演
技
を

意
識
し
な
い
。
そ
こ
に
存
在
す
る
の
は
「
現
存
す
る
慣
習
を
引
用
す
る
」
こ

（
樋
》

と
で
確
定
す
る
「
社
会
的
輪
郭
」
な
の
で
あ
る
。
美
津
子
が
祈
り
を
行
う
の

で
は
な
く
、
祈
り
を
行
う
美
津
子
と
い
う
転
倒
が
こ
こ
で
起
こ
る
。
従
っ
て

「
祈
り
を
行
う
美
津
子
」
は
、
行
為
を
止
め
た
次
の
瞬
間
に
消
滅
す
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
は
逆
説
的
に
、
彼
女
が
空
間
性
を
超
越
し
、
ガ
ン
ジ
ス
河



一
キ
ャ
ラ
ク
タ
‐
の
円
環
ｌ
森
田
ミ
ツ
を
め
ぐ
っ
て
」
（
柘
植
光
彦

編
『
遠
藤
周
作
ｌ
挑
発
す
る
作
家
』
所
収
、
至
文
裳
二
○
○
八

年
一
○
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
腸
）
藤
田
尚
子
「
遠
藤
周
作
『
女
の
一
生
』
論
ｌ
愛
と
筒
己
犠
牲

の
変
容
ｌ
」
（
「
光
輩
日
本
文
学
」
第
八
号
所
収
、
光
華
女
子
大
学

日
本
文
学
会
、
二
○
○
○
年
八
月
、
八
九
頁
）

（
恥
）
笛
木
美
佳
「
遠
藤
周
作
「
わ
た
し
が
棄
て
た
女
」
論
ｌ

〈
小
苔
麿
頚
〉
〈
小
き
な
胸
〉
が
含
み
も
つ
も
の
ｌ
」
、
前
掲
六

七
頁

（
Ⅳ
）
前
掲
、
七
二
頁

（
肥
）
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
．
棄
て
た
．
女
』
。
た
だ
し
引
用
は
講
談

社
文
庫
版
（
一
九
七
二
年
一
二
月
、
三
七
頁
）
に
よ
る
。

（
四
）
遠
藤
周
作
『
ピ
エ
ロ
の
歌
』
（
新
潮
社
、
一
九
七
四
年
一
月
）
。

た
だ
し
引
用
は
新
潮
文
庫
版
（
一
九
七
五
年
一
一
月
、
二
一
五
頁
）

に
よ
る
。

（
卯
）
前
掲
、
三
二
頁
。

（
皿
）
遠
藤
周
作
一
フ
ァ
ー
ス
ト
レ
デ
ィ
（
上
）
』
（
新
潮
社
、
一
九
八

八
年
八
月
）
。
た
だ
し
引
用
は
新
潮
文
庫
版
（
一
九
九
一
年
一
一

月
、
二
五
○
頁
）
に
よ
る
。

（
躯
）
遠
藤
周
作
『
悪
霊
の
午
後
（
下
）
』
。
た
だ
し
引
用
は
講
談
社
文

庫
版
（
一
九
八
六
年
八
月
、
六
四
頁
）
に
よ
る
。

（
調
）
「
す
べ
て
の
女
性
の
な
か
に
は
ｌ
あ
な
た
た
ち
の
中
に
も
ｌ

イ
ブ
的
な
も
の
と
聖
母
的
な
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
暗
い
罪
の
傾

三
八

（
７
）
「
文
学
研
究
科
論
集
」
九
所
収
、
金
城
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
、
一
一
○
○
三
年
三
月

（
８
）
遠
藤
周
作
『
ほ
ん
と
う
の
私
を
求
め
て
』
、
海
竜
社
、
一
九
八
五

年
一
○
月
。
た
だ
し
引
用
は
集
英
社
文
庫
版
（
一
九
九
○
年
九
月
、

七
三
頁
）
に
よ
る
。

（
９
）
遠
藤
周
作
「
罪
と
悪
」
（
初
出
は
「
中
央
公
論
」
、
中
央
公
論

社
、
一
九
八
五
年
三
月
）
。
後
に
『
生
き
上
手
死
に
上
手
」
（
海
竜

社
、
一
九
九
一
年
三
月
）
に
収
録
。
た
だ
し
引
川
は
文
春
文
庫
版

（
一
九
九
四
年
四
月
、
一
八
○
’
一
八
一
頁
）
に
よ
る
。

（
叩
）
「
キ
リ
ス
ト
は
彼
女
た
ち
を
か
え
っ
て
偽
善
者
や
光
ち
足
り
た
女

よ
り
も
高
く
評
価
し
た
の
で
す
。
自
分
が
い
つ
も
善
人
だ
と
思
っ
て

い
る
信
仰
者
、
他
人
を
裁
く
こ
と
の
で
き
る
女
、
恥
し
さ
に
も
自
己

嫌
悪
に
も
捉
え
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
人
よ
り
も
こ
う
し
た
淫
売
婦
の

悲
し
み
や
苦
し
さ
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
真
の
信
仰
に
近
い
こ
と
を

キ
リ
ス
ト
は
教
え
ま
し
た
」
（
遠
藤
周
作
『
聖
書
の
な
か
の
女
性
た

ち
』
、
角
川
書
店
、
一
九
六
○
年
一
二
月
）
。
た
だ
し
引
用
は
講
談
社

文
庫
版
（
一
九
七
二
年
一
一
月
、
二
○
頁
）
に
よ
る
。

（
ｕ
）
遠
藤
周
作
『
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
』
。
た
だ
し
引
用
は
新
潮
文
庫
版

（
一
九
八
九
年
一
一
月
、
二
三
○
頁
）
に
よ
る
。

（
胆
）
加
藤
宗
哉
『
遠
藤
周
作
』
、
慶
雁
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
○
○
六

年
一
○
月
、
二
二
三
頁

（
過
）
遠
藤
周
作
「
罪
と
悪
」
、
前
掲
、
一
七
六
頁

（
必
）
遠
藤
作
品
の
「
森
田
ミ
ツ
」
の
詳
細
な
分
析
は
、
笛
木
美
佳



遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
論

周
作
に
お
け
る
「
母
癒
る
も
の
」
ｌ
」
前
掲
一
三
二
頁

（
釦
）
刊
行
後
十
年
以
上
経
っ
た
現
在
に
至
る
ま
で
、
尚
校
生
を
対
象

と
し
た
読
書
感
想
文
へ
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ

の
作
品
が
世
代
を
超
え
た
共
感
を
生
む
代
表
作
と
い
う
扱
い
を
受
け

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

（
劃
）
以
下
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
福
田
耕
介
「
遠
藤
周
作
と
フ

ラ
ン
ソ
７
モ
ｉ
リ
ャ
ッ
ク
ー
ベ
ル
ナ
‐
ル
的
「
息
子
」
へ
の
視

点
」
（
「
三
田
文
筆
」
第
八
五
巻
第
八
七
号
秋
季
号
所
収
、
三
田
文
学

会
、
二
○
○
六
年
一
○
月
）
。
小
嶋
洋
輔
・
加
藤
隆
「
遠
藤
周
作
訳

『
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ス
ケ
ル
ー
ー
ｌ
翻
訳
に
見
る
作
家
の
方
法
」
（
「
千

葉
大
学
社
会
文
化
研
究
」
第
八
号
所
収
、
千
葉
大
学
大
学
院
社
会
文

化
科
学
研
究
科
、
二
○
○
四
年
二
月
）
。

（
躯
）
宮
野
光
男
「
「
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
」
を
読
む
ｌ
ｌ
成
瀬
夫
人
は
マ
グ

ダ
ラ
の
マ
リ
ア
か
ｌ
」
（
笠
井
秋
生
、
玉
置
邦
雄
編
『
作
品
論

遠
藤
周
作
』
所
収
、
双
文
社
出
版
、
二
○
○
○
年
一
月
）

（
翌
遠
藤
総
「
ガ
ン
ジ
ス
の
流
れ
に
向
け
て
ｌ
「
深
い
河
』
の
美

津
子
と
大
津
」
（
「
玉
藻
」
第
三
六
号
所
収
、
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学

国
文
学
会
、
二
○
○
○
年
五
月
、
七
五
頁
）

（
弘
）
山
田
都
与
「
遠
藤
周
作
一
決
戦
の
時
』
論
孜
～
『
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
』
成
瀬
夫
人
と
『
深
い
河
』
成
瀬
美
津
子
の
間
～
」
、
前
掲

（
翌
荒
井
英
恵
「
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』
に
お
け
る
美
津
子
像
ｌ

も
う
ひ
と
つ
の
物
語
ｌ
」
、
前
掲

（
鉛
）
遠
藤
周
作
『
深
い
河
一
（
講
談
社
、
一
九
九
三
年
六
月
）
。
以

三
力」

斜
に
な
ぜ
か
心
ひ
か
れ
る
あ
な
た
と
、
そ
れ
に
反
抗
し
な
が
ら
蕊
明

の
空
の
よ
う
に
白
い
純
潔
な
聖
慨
マ
リ
ア
の
声
に
手
を
さ
し
の
べ
る

あ
な
た
と
が
、
同
時
に
心
の
な
か
に
住
ん
で
い
る
」
（
遠
藤
周
作

一
聖
書
の
な
か
の
女
性
た
ち
』
、
前
掲
、
五
○
頁
）
。

（
型
）
弓
侍
』
刊
行
後
の
半
年
間
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
の
著
書
と
そ
の

研
究
書
を
読
み
あ
さ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
（
加
藤
宗
哉
『
遠
藤

周
作
一
、
前
掲
、
一
九
八
頁
）
。

（
妬
）
遠
藤
周
作
『
夫
婦
の
一
日
」
（
新
潮
社
、
一
九
九
七
年
九
月
）
。

た
だ
し
引
用
は
新
潮
文
庫
版
（
二
○
○
○
年
二
月
、
三
二
貝
）
に
よ

る
。

（
妬
）
文
筆
春
秋
の
遠
藤
担
当
編
集
者
で
あ
っ
た
高
橋
一
情
が
、
遠
藤

と
順
子
夫
人
が
当
時
民
間
療
法
に
傾
倒
し
て
い
た
事
実
と
比
較
し
て

い
る
（
「
編
集
者
か
ら
見
た
素
顔
の
遠
藤
周
作
」
、
「
文
婆
別
冊
［
総

特
集
］
遠
藤
周
作
」
所
収
、
二
○
○
三
年
八
月
、
河
出
書
房
新

社
）
。
「
夫
婦
の
一
日
」
が
遠
藤
の
持
っ
て
い
た
超
常
現
象
へ
の
関
心

に
連
繋
し
た
作
品
と
見
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
が
、
こ
の

「
超
常
現
象
」
も
後
に
「
転
生
」
と
い
う
形
で
『
深
い
河
』
へ
引
き

継
が
れ
て
い
く
。

（
”
）
遠
藤
周
作
一
妖
女
の
ご
と
く
」
、
講
談
社
、
一
九
八
七
年
一
二

月
、
一
七
八
頁

（
羽
）
一
妖
女
の
ご
と
く
』
初
版
本
の
帯
に
は
「
遠
藤
周
作
の
長
編
ミ
ス

テ
リ
ー
」
の
文
句
が
刷
ら
れ
て
い
る
。

（
”
）
高
堂
要
「
遠
藤
周
作
道
化
稜
る
「
母
」
へ
の
憧
僚
ｌ
遠
潅



（
狸
）
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
著
、

ト
ラ
ブ
ル
』
、
前
掲
、
二
囚
○
頁

（
甥
）
近
藤
光
博
「
イ
ン
ド
と
の
共
枇

刷
新
の
た
め
に
『
深
い
河
一
を
両

下
、
『
深
い
河
』
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
特
に
出
典
を
断
ら
な

い
。

（
訂
）
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ア
ッ
ク
『
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ス
ケ
ル
ウ
」
、

遠
藤
周
作
訳
、
講
談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
七
年
五
Ⅱ

（
銘
）
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
著
、
竹
村
和
子
訳
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ト
ラ
ブ
ル
』
（
青
土
社
、
一
九
九
九
年
四
Ⅱ
、
二
四
七
頁
）
。
傍
点
は

引
用
文
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
原
著
は
一
九
九
○
年
発
行
。

（
釣
）
「
こ
の
前
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
で
講
演
し
た
ら
、
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
運
動
を
ど
う
思
い
ま
す
か
と
い
う
質
問
を
受
け
ま
し
た
が
、
わ

か
ら
な
く
て
ね
。
何
で
す
か
そ
れ
は
と
言
っ
て
、
み
ん
な
の
失
笑
を

か
い
ま
し
た
」
（
遠
藤
周
作
『
こ
こ
ろ
の
不
思
議
、
神
の
領
域
』
、
Ｐ

Ｈ
Ｐ
研
究
所
、
一
九
八
八
年
七
月
、
一
九
六
頁
）
。

（
釦
）
遠
藤
周
作
『
ほ
ん
と
う
の
私
を
求
め
て
』
、
前
掲
、
九
二
頁

（
岨
）
上
野
千
鶴
子
『
発
情
装
置
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
一
月
、

二
五
二
頁

（
狸
）
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
著
、
竹
村
和
子
訳
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
．

附
記

デ
ー
ｌ
プ
リ
バ
ー

本
稿
で
用
い
た
テ
ク
ス
ト
は
『
深
い
河
一
（
講
談
社
、
一
九
九
一
二
年

六
月
）
に
依
拠
し
た
。

引
用
文
の
「
／
」
は
改
行
を
意
味
す
る
。
引
用
文
献
に
つ
い
て
、
特

に
表
記
の
な
い
も
の
は
す
べ
て
初
版
と
す
る
。

本
稿
は
二
○
○
九
年
六
月
一
四
日
に
行
わ
れ
た
第
五
三
回
立
命
館
大

学
日
本
文
学
会
大
会
で
の
発
表
内
容
に
、
加
筆
訂
正
を
し
た
も
の
で
あ

る
。

（
い
ず
た
に
．
し
ゅ
ん
本
学
博
士
前
期
課
程
）

「
遠
藤
周
作
文
学
全
集
』
第
一
五
巻
所
収
、
新
潮
社
、
二
○
○
○
年

七
月
、
三
一
八
頁
）
。

（
妬
）
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
著
、
竹
村
和
子
訳
一
・
触
発
す
る
言

葉
』
（
岩
波
書
店
、
二
○
○
四
年
四
月
、
五
三
頁
）
。
原
著
は
一
九
九

七
年
発
行
。

四
○

（
蝿
）
近
藤
光
博
「
イ
ン
ド
と
の
共
生
ｌ
《
イ
ン
ド
》
厳
る
表
象
の

刷
新
の
た
め
に
『
深
い
河
」
を
再
読
す
る
」
、
柘
植
光
彦
編
『
遠
藤

周
作
挑
発
す
る
作
家
』
所
収
、
前
掲

（
“
）
「
ほ
と
ん
ど
強
引
と
言
え
る
筆
の
進
め
方
で
女
神
チ
ャ
ー
ム
ン
ダ

ー
の
場
面
を
書
い
た
が
（
こ
れ
は
や
が
て
ガ
ン
ジ
ー
夫
人
の
暗
殺
場

面
と
照
応
さ
す
た
め
だ
）
」
（
遠
藤
周
作
弓
深
い
河
』
創
作
日
記
」
、




