
九

は
　
じ
　
め
　
に

　
宮
本
輝
が
「
螢
川
」
で
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
の
は
、
昭
和
五
十
三
年
で
あ
っ

た
。
選
評
に
は
「
螢
川
」
の
持
つ
叙
情
性
と
「
古
さ
」
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
前

者
は
、「
は
じ
め
か
ら
一
種
の
叙
情
性
が
み
な
ぎ
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
結
末
の
川

の
蛍
の
描
写
で
頂
点
に
達
し
ま 
す
。 」（
中
村
光
夫
）
と
い
う
一
文
に
、
後
者
は
、

（
１
）

「
何
処
と
い
っ
て
新
し
さ
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
感
受
性
の
若
わ
か
し
さ
が

感
じ
ら
れ
る
の
で
も
な 
い
。 」（
安
岡
章
太
郎
）
と
の
如
き
批
判
に
代
表
さ
れ
る
。

（
２
）

後
者
の
批
判
に
対
し
て
、
宮
本
輝
は
「
も
う
一
度
『
蛍
川
』
を
読
み
返
し
て
み

て
、
こ
れ
は
こ
れ
で
な
か
な
か
新
し
い
小
説
で
は
な
い
か
と
臆
面
も
な
く
自
惚

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 」（「
受
賞
の
こ
と
ば
」）
と
反
論
す
る
。
こ
の
点
は
鎌
田

（
３
）

均
氏
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
作
品
は
「
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
、
生
き
る
と
い

う
こ
と
、
し
あ
わ
せ
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
。
人
間

に
お
け
る
こ
の
最
大
の
難
問
を
現
代
と
い
う
時
代
に
突
き
つ 
け
」  
て
い
て
、
か

（
４
）

く
の
如
き
視
点
か
ら
言
え
ば
古
さ
も
新
し
さ
も
な
い
。
が
、
発
表
当
時
か
ら
言

え
ば
、
作
品
の
時
間
─
昭
和
三
十
七
年
─
は
十
六
年
も
前
で
あ
り
、
昭
和
五
十

三
年
の
時
代
の
特
色
や
事
象
を
描
い
た
物
語
と
は
言
い
難
い
の
も
事
実
で
あ
る
。

　「
螢
川
」
は
、
中
学
二
年
生
の
竜
夫
と
母
・
千
代
を
中
心
と
す
る
物
語
で
あ

り
、
二
人
を
取
り
巻
く
の
は
竜
夫
の
父
・
重
竜
や
友
人
の
関
根
圭
太
、
そ
し
て

恋
人
の
英
子
た
ち
で
あ
る
。
関
根
圭
太
を
除
け
ば
、
二
組
の
男
女
─
千
代
と
重

竜
・
竜
夫
と
英
子
─
の
物
語
と
も
見
な
せ
る
し
、
英
子
を
除
け
ば
、
父
・
母
・

子
の
家
族
の
物
語
と
も
言
え
る
。
こ
れ
は
作
品
の
成
立
状
況
と
も
絡
む
問
題
で

も
あ
り
、「
蛍
川
」
の
初
稿
で
は
、「
思
春
期
の
性
の
め
ざ
め
と
父
殺
し
が
結
合

し
た
、
異
常
な
少
年
の
物 
語
」 （
渡
辺
善
雄
氏
）
で
あ
っ
た
。
が
、
そ
の
後
、「
さ

（
５
）

ら
り
と
し
た
も
の
に
改
め
ら
れ
、
竜
夫
の
異
常
な
感
覚
も
消
さ
れ
」、「
重
竜
と

千
代
を
中
心
と
し
た
大
人
の
物
語
が
加 
わ
」 （
渡
辺
善
雄
氏
）
っ
た
。
つ
ま
り
、

（
６
）

「
異
常
な
少
年
の
物
語
」
か
ら
、「
さ
ら
り
と
し
た
」
少
年
の
物
語
に
な
り
、「
大

人
の
物
語
」
が
加
わ
っ
た
の
が
、
現
在
の
「
螢
川
」
で
あ
る
。

　
作
品
は
、
昭
和
三
十
七
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
の
出
来
事
─
重
竜
の
事
業
の

失
敗
や
死
、
友
人
の
関
根
の
事
故
死
や
そ
の
父
の
発
病
、
銀
三
や
英
子
た
ち
と

の
蛍
狩
り
な
ど
─
に
、
登
場
人
物
た
ち
の
回
想
─
千
代
の
最
初
の
結
婚
や
、
戦

後
の
重
竜
と
の
出
会
い
な
ど
の
回
想
─
が
挿
入
さ
れ
る
。

　
舞
台
は
富
山
市
で
、「
い
た
ち
川
」
な
ど
の
北
陸
の
自
然
や
風
土
が
、
そ
こ
で

生
き
る
人
々
の
哀
歓
を
印
象
的
に
彩
っ
て
い
る
。

　
酒
井
英
行
氏
は
、
こ
の
作
品
の
「
大
き
な
テ
ー
マ
は
、
人
生
の
重
み
、
哀
し
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一
〇

み
を
内
包
し
つ
つ
生
き
る
人
間
た
ち
の
〈
人
間
愛
〉
で
あ 
る
」  
と
し
、
安
藤
始

（
７
）

氏
は
「
母
と
子
の
双
方
か
ら
見
た
死
と
別
離
を
中
心
と
し
た
宿
命
の
物 
語
」  
と

（
８
）

す
る
。
ま
た
、
渡
辺
善
雄
氏
は
「『
蛍
川
』
は
「
雪
」「
桜
」「
蛍
」
の
三
章
か

ら
成
り
、
早
春
か
ら
初
夏
へ
季
節
の
う
つ
ろ
い
と
と
も
に
生
と
性
と
死
の
ド
ラ

マ
が
展
開
す 
る
」  
と
す
る
。

（
９
）

　「
人
間
愛
」・「
宿
命
の
物
語
」・「
生
と
性
と
死
の
ド
ラ
マ
」、
い
ず
れ
も
作
品

の
特
性
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
ど
う
絡
み
合
う
か
が
問
題
と
な
る
。
端

的
に
言
え
ば
、
作
品
に
は
親
子
愛
や
男
女
の
愛
も
描
か
れ
、
そ
れ
ら
が
生
や
性

に
よ
っ
て
発
動
し
、
死
や
別
離
に
よ
っ
て
深
ま
り
、
主
人
公
た
ち
に
宿
命
と
し

て
感
知
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
作
品
の
構
成
を
見
れ
ば
、
作
品
の
章
題
─「
雪
」・「
桜
」・「
蛍
」─
の

「
三
つ
の
名
称
が
、
母
と
子
の
内
に
生
じ
る
変
化
の
代
名
詞
に
な
っ
て
い
」
る

し
、「
こ
の
小
説
の
狂
言
回
し
の
役
に
も
な
っ
て 

（
安
藤
始
氏
）
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、「
雪
」・「
桜
」・「
蛍
」
は
日
本
の
美
の
代
表
で
あ
る
が
、
こ
の

作
品
の
美
は
、
単
純
に
存
在
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
典
型
と
し
て
、
作

品
最
終
場
面
の
蛍
が
あ
る
。
蛍
の
群
舞
は
美
で
あ
り
な
が
ら
も
、
不
気
味
さ
や

死
を
内
包
し
て
い
る
。（
同
様
な
こ
と
は
、
英
子
に
も
当
て
は
ま
り
、
美
し
さ

と
と
も
に
「
何
か
恐
ろ
し
い
も
の
」
を
、
彼
女
は
持
っ
て
い
る
。）

　
本
稿
で
は
、
竜
夫
と
千
代
を
中
心
と
し
て
、
彼
ら
の
心
情
や
生
き
方
を
事
件

や
自
然
と
絡
め
て
考
え
る
。
ま
ず
は
、
作
品
中
の
時
間
の
流
れ
の
特
色
を
押
さ

え
、
二
組
の
男
女
の
物
語
を
考
え
て
い
く
。
そ
し
て
、
生
・
性
・
死
・
美
が
ど

の
よ
う
に
ド
ラ
マ
と
な
り
、「
愛
」
や
「
宿
命
」
と
し
て
描
か
れ
る
の
か
。
特

に
、
作
品
最
終
部
の
蛍
狩
り
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
生
や
性
、
そ
し
て
死
や
美

を
際
立
た
せ
て
い
る
。

（
　
）
１０い
」

一
　
時
間
の
流
れ
─
─
過
去
と
現
在
─
─

　
作
品
の
時
間
は
昭
和
三
十
七
年
で
あ
り
、
千
代
た
ち
の
回
想
や
経
験
談
が
織

り
込
ま
れ
、
進
展
し
て
い
く
。
そ
れ
が
分
か
り
や
す
い
二
章
「
桜
」
を
、
ま
ず

見
て
み
る
。

　
二
章
は
、
父
の
病
気
に
よ
っ
て
借
金
を
す
る
た
め
に
、
竜
夫
が
父
の
旧
友
・

大
森
を
訪
ね
る
シ
ー
ン
か
ら
始
ま
る
。
竜
夫
は
大
森
に
会
い
、
彼
の
好
意
に
よ

り
、
無
利
子
・
無
期
限
の
借
金
に
成
功
す
る
。
そ
の
後
、
場
面
が
息
子
を
心
配

す
る
千
代
に
変
わ
る
。
彼
女
は
市
電
で
病
院
に
向
か
っ
て
い
た
が
、
途
中
下
車

し
て
、
お
城
の
石
垣
で
「
三
十
前
後
の
和
服
の
女
」
を
見
か
け
る
。

　
　（
前
略
）
女
の
羽
織
に
描
か
れ
て
い
る
水
仙
ら
し
き
小
さ
な
花
の
、
曇
り
空

の
空
の
下
に
淡
く
浮
き
あ
が
っ
た
黄
色
い
居
並
び
が
、
千
代
の
心
に
ふ
い

に
沁
み
入
っ
て
き
た
。 

（「
桜
」）

　
男
を
待
つ
女
の
姿
が
千
代
に
、「
十
五
年
前
の
冬
」
の
「
富
山
駅
の
待
合
室
で

重
竜
を
待
っ
て
い
た
」
こ
と
、
ま
た
、
女
の
羽
織
の
水
仙
が
重
竜
と
行
っ
た
越

前
岬
を
連
想
さ
せ
る
。

　
そ
の
後
、
女
の
「
子
供
が
熱
を
出
し
て
…
」
と
い
う
言
葉
と
赤
ん
坊
の
泣
き

声
か
ら
、
十
五
年
前
の
夜
汽
車
の
中
で
の
赤
ん
坊
の
泣
き
声
を
思
い
出
し
、
重

竜
と
の
越
前
行
き
が
回
想
さ
れ
る
。

　
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
ま
た
現
在
に
戻
り
、
千
代
は
市
電
の
停
留
所
に
急
ぐ
。

藤　　村　　　　　猛 ４４５



一
一

　
　
　
振
り
返
る
と
、
さ
っ
き
の
女
も
男
と
一
緒
に
走
っ
て
き
て
い
た
。
二
人

は
千
代
と
同
じ
市
電
に
乗
り
込
み
、
息
を
は
ず
ま
せ
て
千
代
の
横
に
並
ん

だ
。 

（「
桜
」）

　
こ
の
二
人
の
姿
は
、
過
去
の
自
分
た
ち
の
姿
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
過
去

と
現
在
が
入
れ
替
わ
り
、
連
鎖
的
に
描
か
れ
る
。
偶
然
が
続
く
も
の
の
、
時
間

の
幅
を
持
ち
、
彼
女
の
心
情
が
巧
み
に
描
か
れ
る
。

　
一
章
「
雪
」
で
も
回
想
を
用
い
、
現
在
と
過
去
が
交
錯
・
進
行
し
て
い
く
。

市
電
で
病
院
に
向
か
う
千
代
の
前
に
、
行
商
人
の
老
婆
が
現
れ
、「
老
婆
の
ゴ
ム

長
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
鱗
」
の
光
か
ら
、
十
五
年
前
の
夜
汽
車
内
の
「
行
商

人
風
の
女
の
ゴ
ム
長
」
の
「
鱗
の
光
」
を
連
想
し
、「
そ
れ
は
、
重
竜
の
子
を

宿
し
た
そ
の
夜
の
寒
々
と
し
た
暗
闇
に
繋
が
っ
て
い
く
光
」
へ
と
繋
が
る
。

　
同
様
に
小
道
具
を
用
い
て
、
過
去
と
現
在
を
結
び
つ
け
る
。
例
え
ば
、
大
森

の
見
せ
る
「
セ
ビ
ア
色
の
写
真
」（
四
十
八
年
前
の
十
八
歳
の
重
竜
と
の
写
真
）

は
、
重
竜
の
過
去
と
竜
夫
の
現
在
（
未
来
）
を
繋
ぐ
。（
竜
夫
は
過
去
の
父
に
、

未
来
の
自
分
の
姿
を
見
る
。）

　
　
　
竜
夫
は
そ
の
坊
主
頭
の
若
者
に
見
入
っ
た
。
確
か
に
、
自
分
と
よ
く
似

た
顔
立
ち
で
あ
っ
た
。
春
光
の
下
で
、
十
八
歳
の
父
は
ま
ぶ
し
そ
う
に
目

を
し
か
め
、
そ
の
肌
は
白
く
輝
い
て
い
た
。 

（「
桜
」）

　
ま
た
、
友
人
の
関
根
が
盗
ん
だ
英
子
の
写
真
も
、
同
じ
働
き
を
持
つ
。
写
真

の
英
子
は
「
実
際
の
英
子
よ
り
も
っ
と
お
と
な
び
て
美
し
い
よ
う
に
思
え
」

（「
雪
」）
る
が
、
蛍
狩
り
に
誘
う
時
、
彼
女
は
写
真
の
よ
う
に
変
貌
し
て
、「
ひ

ど
く
お
と
な
び
て
」（「
蛍
」）
見
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
回
想
や
小
道
具
を
う
ま
く
使
い
、
時
間
の
流
れ
と
と
も
に
、

登
場
人
物
た
ち
の
心
情
や
場
面
が
巧
み
に
盛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

二
　
千
代
と
重
竜
の
物
語
─
─
結
婚
ま
で
─
─

　「
蛍
川
」
で
は
、
千
代
と
重
竜
の
夫
婦
の
物
語
と
、
竜
夫
と
英
子
の
初
恋
の
物

語
が
語
ら
れ
る
。
時
間
の
幅
を
持
つ
の
は
前
者
で
あ
る
。

　
千
代
と
重
竜
の
物
語
は
、
主
に
千
代
の
回
想
で
語
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、

彼
女
の
最
初
の
結
婚
と
重
竜
と
の
出
会
い
や
越
前
旅
行
で
あ
る
。

　
千
代
は
最
初
の
結
婚
相
手
（
酒
乱
）
を
嫌
が
り
、
一
歳
の
男
の
子
を
残
し
て

離
縁
す
る
。
そ
の
後
、「
当
時
北
陸
道
で
に
わ
か
に
名
を
知
ら
れ
始
め
た
水
島
重

竜
と
知
り
合
」
う
。
や
が
て
二
人
は
恋
に
落
ち
、
福
井
・
越
前
岬
へ
と
旅
行
す

る
。

　
福
井
で
泊
ま
っ
た
夜
、
重
竜
は
芸
者
を
呼
び
、
盲
目
の
芸
者
の
烈
し
く
弾
く

三
味
線
を
聞
く
。

　
　
そ
し
て
ま
た
烈
し
く
弾
き
始
め
た
。
怖
気
だ
つ
ほ
ど
澄
ん
だ
音
色
で
あ
っ

た
。
い
つ
し
か
千
代
は
盲
目
の
女
の
奏
で
る
暗
く
力
強
い
音
調
の
中
に
ひ

き
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
重
竜
も
千
代
の
足
首
を
握
っ
た
ま
ま
、
女
の
撥
さ

ば
き
に
視
線
を
投
げ
て
い
た
。（
中
略
）

　
　
黄
色
い
電
灯
の
光
が
、
三
味
線
の
音
と
と
も
に
じ
わ
じ
わ
薄
暗
く
な
っ
て

い
っ
た
。
一
滴
だ
と
透
明
な
の
に
、
む
つ
み
合
う
と
鉛
色
に
な
る
─
盲
目

の
女
の
手
首
の
一
振
り
一
振
り
は
、
越
前
の
海
の
雫
に
似
て
、
こ
の
肌
寒

宮本　輝「蛍川」論４４４



一
二

い
部
屋
の
空
気
を
い
っ
そ
う
暗
い
冷
た
い
も
の
に
変
え
て
い
っ
た
。（「

桜
」）

　
三
味
線
の
音
色
を
通
じ
て
、
男
女
の
複
雑
さ
が
暗
示
さ
れ
る
。
男
と
女
は
、

「
一
滴
だ
と
透
明
な
の
に
、
む
つ
み
合
う
と
鉛
色
に
な
」
り
、
部
屋
の
空
気
の
よ

う
に
、「
暗
い
冷
た
い
も
の
」
を
潜
ま
せ
る
。

　
こ
の
三
味
線
の
音
は
、
翌
日
二
人
が
行
っ
た
越
前
岬
で
も
、
海
鳴
り
と
と
も

に
聞
こ
え
る
。

　
　
　
濤
声
の
中
か
ら
、
千
代
は
三
味
線
の
響
き
を
聞
い
た
。
海
鳴
り
か
と
聞

き
耳
を
立
て
て
み
た
。
波
に
向
か
っ
て
切
り
込
む
風
が
、
偶
然
に
作
り
出

す
擬
音
な
の
か
…

　
　
　
三
味
線
の
音
が
聞
こ
え
る
と
重
竜
に
言
う
と
、

　
　「
お
う
、
確
か
に
聞
こ
え
る
の
お
」

　
　
と
重
竜
も
言
っ
た
。
二
人
は
海
を
見
た
。 

（「
桜
」）

　
こ
の
よ
う
な
印
象
的
な
場
面
の
後
、
千
代
は
竜
夫
を
身
ご
も
る
。
五
十
二
歳

で
子
供
を
持
つ
事
に
な
っ
た
重
竜
は
、
長
年
連
れ
添
っ
て
来
た
妻
（
春
枝
）
に

大
金
を
渡
し
て
離
縁
し
、
生
ま
れ
る
子
供
の
た
め
、
千
代
と
結
婚
し
よ
う
と
す

る
。
そ
ん
な
重
竜
に
対
し
て
、
千
代
は
次
の
よ
う
に
思
う
。

　
　
た
だ
妻
を
捨
て
、
家
屋
敷
を
捨
て
て
も
、
自
分
の
夫
に
な
ろ
う
と
し
た
五

十
二
歳
の
男
に
対
し
て
、
千
代
は
一
種
の
恐
ろ
し
さ
に
似
た
も
の
を
感
じ

た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
子
供
を
捨
て
て
ま
で
も
夫
と
別
れ
て
き
た
女
が
、

妻
を
捨
て
て
も
子
供
の
親
に
な
り
た
い
と
い
う
男
の
も
と
に
嫁
い
だ
の
で

あ
る
。 

（「
桜
」）

　
千
代
は
重
竜
に
、「
一
種
の
恐
ろ
し
さ
に
似
た
も
の
」
を
感
じ
る
。
後
に
重
竜

は
竜
夫
に
、
当
時
の
心
情
を
語
る
。

　
　
わ
し
は
子
供
が
欲
し
い
て
欲
し
い
て
た
ま
ら
ん
か
っ
た
。
そ
の
と
き
わ
し

が
三
十
な
ら
別
の
方
法
を
取
っ
た
か
も
し
れ
ん
ち
ゃ
。
な
ん
、
五
十
二
や

か
ら
で
き
た
気
違
い
沙
汰
よ
。
…
…  

（「
雪
」）

　
初
老
の
男
が
皆
そ
う
な
る
の
で
は
な
く
、
重
竜
は
自
分
で
も
言
う
よ
う
に
、

狂
気
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、
千
代
に
対
し
て
愛
情
が
な
い
わ
け
で
は

な
い
。

　
　
千
代
は
折
り
に
ふ
れ
、
あ
の
越
前
岬
で
の
会
話
を
思
い
出
す
。

　
　「
越
前
岬
に
行
き
た
い
て
言
う
た
が
で
な
い
が
か
」

　
　「
な
ァ
ん
、
越
前
に
行
き
た
い
て
言
う
た
が
や
ち
ゃ
」

　
　
　
そ
し
て
、
越
前
の
荒
海
と
逆
巻
く
牡
丹
雪
の
中
か
ら
漂
う
か
す
か
な
三

味
線
の
音
を
、
互
い
の
耳
が
聞
き
と
っ
て
い
た
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。

 

（「
桜
」）

　
三
味
線
の
音
は
、
蛍
の
群
舞
の
場
面
で
も
登
場
す
る
が
、
二
人
の
絆
や
性
を

表
し
て
い
る
。
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三
　
千
代
と
重
竜
─
─
結
婚
と
重
竜
の
死

　
そ
の
後
二
人
は
一
緒
に
暮
ら
し
始
め
、
あ
る
朝
、
重
竜
は
つ
わ
り
で
苦
し
む

千
代
を
見
る
。

　
　
裸
足
の
ま
ま
雪
道
に
と
び
だ
し
て
覗
き
込
む
と
、
川
岸
で
千
代
が
苦
し
そ

う
に
吐
い
と
っ
た
。
悪
阻
が
き
つ
う
て
き
つ
う
て
、
痩
せ
て
小
そ
う
な
っ

た
千
代
の
体
が
、
気
味
悪
う
に
蒼
光
り
し
と
る
が
や
。
し
ゃ
が
ん
で
川
の

中
に
吐
い
と
る
千
代
を
、
わ
し
は
長
い
こ
と
見
と
っ
た
。
黒
う
な
っ
た
り
、

蒼
う
な
っ
た
り
し
な
が
ら
、
川
の
面
と
千
代
の
体
が
、
確
か
に
光
っ
と
っ

た
ち
ゃ  

（「
雪
」）

　
女
の
体
が
光
る
こ
と
は
な
く
、
川
の
光
の
反
射
に
よ
ろ
う
。
こ
の
時
の
千
代

を
酒
井
英
行
氏
は
、「
川
岸
で
点
滅
す
る
千
代
、
そ
れ
は
ま
さ
に
蛍
と
言
う
他
あ

る
ま
い
。
民
話
風
に
言
え
ば
、
蛍
女
、
千
代
は
蛍
の
化
身
で
あ
る
。
産
む
性
と

し
て
の
千
代
は
、
喜
び
と
哀
し
み
を
背
負
っ
た
蛍
な
の
で
あ 

と
す
る
。
こ

れ
は
、
作
品
最
終
部
の
蛍
と
一
体
化
し
た
英
子
と
照
応
し
て
い
よ
う
。
だ
が
、

問
題
は
そ
の
時
の
千
代
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ
れ
を
見
た
重
竜
の
発
言
─「
わ

し
は
ま
た
自
分
の
本
心
が
わ
か
ら
ん
よ
う
に
な
っ
た
が
や
」─
で
あ
る
。

　
重
竜
は
千
代
へ
の
愛
情
は
あ
る
が
、「
気
味
悪
う
に
蒼
光
り
し
と
る
が
や
。」

や
「
し
ゃ
が
ん
で
川
の
中
に
吐
い
と
る
」
に
は
い
い
イ
メ
ー
ジ
・
感
情
は
な
い
。

む
し
ろ
、
蛍
狩
り
の
時
、
成
熟
し
て
い
く
英
子
を
見
る
千
代
の
次
の
感
情
に
近

い
。

（
　
）
１１る
。」

　
　
　
楽
し
そ
う
に
銀
蔵
に
問
い
か
け
て
い
る
英
子
の
す
っ
か
り
娘
ら
し
く

な
っ
た
胸
や
腰
を
見
て
い
る
と
、
千
代
は
そ
こ
に
何
か
し
ら
恐
ろ
し
い
も

の
を
嗅
ぐ
よ
う
な
気
が
し
て
目
を
そ
ら
し
て
し
ま
っ
た
。 

（「
蛍
」）

　
千
代
に
「
何
か
し
ら
恐
ろ
し
い
も
の
を
嗅
ぐ
よ
う
な
気
」
が
、
重
竜
も
し
た

の
で
は
な
い
か
。
子
へ
の
執
着
心
を
自
覚
し
つ
つ
も
、
生
命
を
産
み
出
す
女
の

持
つ
性
に
は
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
（
果
て
に
は
死
の
イ
メ
ー
ジ
）
が
あ
る
。
そ
の

影
の
面
は
、
作
品
最
終
部
の
蛍
の
乱
舞
に
象
徴
的
に
表
さ
れ
る
。

　
　
　
蛍
の
大
群
は
、
滝
壺
の
底
に
寂
寞
と
舞
う
微
生
物
の
屍
の
よ
う
に
、
は

か
り
し
れ
な
い
沈
黙
と
死
臭
を
孕
ん
で
光
の
澱
と
化
し
、
天
空
へ
天
空
へ

と
光
彩
を
ぼ
か
し
な
が
ら
冷
た
い
火
の
粉
状
に
な
っ
て
舞
い
あ
が
っ
て
い

た
。 

（「
蛍
」）

　
蛍
の
大
群
は
、「
は
か
り
し
れ
な
い
沈
黙
と
死
臭
を
孕
ん
で
光
の
澱
と
化
」

す
。
悪
阻
で
苦
し
む
千
代
と
、
イ
メ
ー
ジ
的
に
繋
が
っ
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
か
、
竜
夫
の
回
想
─
小
学
生
前
、
ま
だ

重
竜
の
事
業
が
う
ま
く
い
っ
て
い
る
頃
、
家
族
で
見
た
サ
ー
カ
ス
の
思
い
出
─

で
は
、
千
代
た
ち
は
い
い
夫
婦
で
は
な
い
。

　
　
　
サ
ー
カ
ス
見
物
の
あ
と
、
親
子
は
西
町
の
食
堂
で
食
事
を
し
た
。
何
か

の
や
り
と
り
の
あ
と
、
重
竜
が
千
代
を
な
ぐ
っ
た
。
み
ん
な
し
ん
と
し
て

親
子
を
見
つ
め
て
い
た
。
千
代
は
う
つ
む
い
て
辛
そ
う
に
笑
っ
て
い
た
。

竜
夫
は
黙
っ
て
父
と
母
を
見
や
っ
た
。
ま
た
重
竜
が
千
代
を
な
ぐ
っ
て
立
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四

ち
あ
が
っ
た
。 

（「
雪
」）

　「
前
夫
の
悪
夢
の
再
現
。
男
の
下
敷
き
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
哀
し
み
。
男
気

に
富
む
重
竜
へ
の
信
頼
だ
け
が
夫
婦
生
活
の
支
え
で
あ
っ
た
ろ 

（
酒
井
英

行
氏
）
千
代
の
悲
し
み
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
千
代
と
重
竜
の
生
活
は
、
彼
の
死
で
断
ち
切
ら
れ
る
。
重
竜
は
死
に

際
に
、「
…
は
る
」
と
言
い
残
す
。（
前
妻
の
名
前
が
春
枝
で
あ
る
。）

　
　
千
代
の
体
に
絞
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
な
痛
み
が
走
り
抜
け
た
。
と
め
ど
な

く
涙
が
溢
れ
た
。
千
代
は
夫
に
し
が
み
つ
き
、「
心
配
い
ら
ん
ち
ゃ
。
何
も

心
配
す
る
こ
と
な
い
ち
ゃ
。
春
枝
さ
ん
は
、
商
売
も
繁
盛
し
て
、
し
あ
わ

せ
に
暮
ら
し
と
る
っ
て
。
…
…
父
さ
ん
、
心
配
せ
ん
で
も
え
え
ち
ゃ
」
と

叫
ん
だ
。

　
　
　
夫
の
「
…
…
は
る
」
と
い
う
言
葉
の
断
片
が
、
別
れ
た
先
妻
を
指
し
て

い
る
こ
と
を
、
千
代
は
確
信
し
て
い
た
。
ぬ
ぐ
っ
て
も
ぬ
ぐ
っ
て
も
千
代

の
顎
を
伝
っ
て
涙
が
し
た
た
り
落
ち
た
。  

（「
蛍
」）

　
自
分
た
ち
よ
り
も
先
妻
の
名
前
を
呼
ん
だ
と
思
っ
た
時
、
千
代
は
動
揺
す
る
。

酒
井
英
行
氏
は
、
重
竜
の
「
春
枝
へ
の
罪
滅
ぼ
し
を
し
て
い
る
か
の
言
動
」
と

か
、「
竜
夫
の
母
親
が
春
枝
で
あ
っ
て
く
れ
た
な
ら
、
と
い
う
強
い
思
い
が
あ
っ

た
は 

と
指
摘
す
る
。
お
お
む
ね
そ
の
通
り
だ
が
、
疑
問
の
点
も
あ
る
。

　
後
日
、
春
枝
の
弔
問
を
受
け
て
、
千
代
は
そ
の
裕
福
そ
う
な
暮
ら
し
を
察
し

て
、
次
の
よ
う
に
思
う
。

（
　
）
１２う
。」

（
　
）
１３ず
」

　
　
あ
れ
は
春
枝
で
は
な
く
、
じ
つ
は
も
っ
と
他
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
気
も
し
た
。
千
代
に
と
っ
て
重
竜
は
、
常
に
己
の
胸

の
内
を
言
葉
に
し
て
さ
ら
し
な
が
ら
、
そ
の
じ
つ
決
し
て
本
心
を
明
か
さ

ぬ
人
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
た
。  

（「
蛍
」）

　
で
は
、
重
竜
の
言
い
残
し
た
「
…
…
は
る
」
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。

そ
れ
は
、
春
枝
の
竜
夫
へ
の
態
度
や
セ
リ
フ
、
特
に
、
高
岡
駅
で
の
別
れ
の
際

の
様
子
か
ら
推
測
さ
れ
る
。

　
　
春
枝
は
列
車
の
窓
か
ら
両
手
を
出
し
て
竜
夫
の
腕
を
つ
か
ん
だ
。
そ
し
て

顔
を
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
、
涙
声
で
言
っ
た
。

　
　
　「
お
ば
ち
ゃ
ん
の
で
き
る
こ
と
は
何
で
も
し
て
あ
げ
る
ち
ゃ
。
商
売
が

何
ね
、
お
金
が
何
ね
。
そ
ん
な
も
ん
が
何
ね
。
み
ん
な
あ
ん
た
に
あ
げ
て

も
え
え
ち
ゃ
…
…
」

　
　
　
春
枝
は
泣
き
な
が
ら
紙
き
れ
に
自
分
の
住
所
を
書
き
つ
け
て
竜
夫
に
渡

し
た
。（
中
略
）
列
車
が
走
り
出
す
と
、
竜
夫
は
小
走
り
で
つ
い
て
い
っ

た
。

　
　
　「
ま
た
逢
お
う
ね
ェ
、
ま
た
逢
お
う
ね
ェ
」

　
　
　
春
枝
が
叫
ん
で
い
た
。 

（「
蛍
」）

　
な
ぜ
春
枝
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
後
妻
の
子
供
に
愛
情
を
示
す
の
か
。
実
は

春
枝
は
、
竜
夫
と
初
対
面
で
は
な
く
、
彼
が
二
歳
の
と
き
に
会
っ
て
い
た
。

　
　
　
私
も
二
人
と
一
緒
に
金
沢
の
駅
前
で
夕
ご
飯
食
べ
た
が
や
。
ほ
ん
と
の
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一
五

夫
婦
、
ほ
ん
と
の
親
子
み
た
い
に
し
て
ご
飯
を
食
べ
と
る
と
、
私
は
も
う

た
ま
ら
ん
ほ
ど
哀
し
い
な
っ
て
き
て
…
…
。  

（「
蛍
」）

　
だ
が
、
二
歳
の
竜
夫
を
連
れ
た
重
竜
が
、「
こ
れ
が
わ
し
の
一
粒
種
よ
、
そ
う

言
う
て
嬉
し
そ
う
に
し
と
っ
た
」
の
を
見
て
い
る
と
、
春
枝
は
「
な
ん
や
ア
ホ

ら
し
ゅ
う
な
」
る
。
子
ど
も
の
い
な
い
彼
女
は
竜
夫
に
、
自
分
の
「
子
ど
も
」

を
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
時
が
流
れ
て
、「
な
ん
や
夢
み
た
い
や
ね
え
」
と

い
う
彼
女
の
つ
ぶ
や
き
か
ら
、
離
婚
の
際
の
生
々
し
い
苦
し
み
は
消
え
て
い
る
。

　
し
か
も
、
眼
前
の
竜
夫
は
若
い
と
き
の
重
竜
に
よ
く
似
て
い
る
。
彼
女
は
竜

夫
を
「
覗
き
込
ん
だ
」・「
じ
っ
と
眼
鏡
越
し
に
竜
夫
を
見
つ
め
て
い
た
」・

「
黙
っ
て
い
つ
ま
で
も
竜
夫
に
視
線
を
注
い
で
い
る
」・「
何
も
語
ら
ず
、
竜
夫
を

見
つ
め
つ
づ
け
る
ば
か
り
だ
っ
た
」。
彼
女
は
重
竜
に
愛
情
を
持
ち
続
け
て
お

り
、
竜
夫
に
も
愛
情
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
う
い
う
春
枝
の
気
持
ち
が
分
か
る
か
ら
、
竜
夫
の
行
く
末
を
頼
め
と
、
重

竜
は
言
い
残
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
何
年
も
会
わ
な
か
っ
た
大
森
を
信

頼
し
て
、
竜
夫
に
金
を
借
り
に
行
か
せ
た
の
と
同
じ
で
あ
り
、
大
森
は
そ
の
信

頼
に
応
え
て
、
竜
夫
に
無
利
子
・
無
期
限
で
金
を
貸
す
。
竜
夫
の
行
く
末
を
重

竜
は
気
に
し
て
お
り
、
竜
夫
の
幸
せ
は
、
結
局
、
千
代
の
幸
せ
に
通
じ
る
。
重

竜
は
竜
夫
や
春
枝
の
み
な
ら
ず
、
千
代
を
も
彼
な
り
に
愛
し
て
い
る
。

四
　
竜
夫
と
英
子

　
で
は
、
も
う
一
組
の
竜
夫
と
英
子
は
ど
う
か
。
二
人
は
小
学
生
ま
で
は
仲
良

し
で
あ
り
、
竜
夫
は
英
子
の
家
に
も
よ
く
遊
び
に
行
っ
て
い
た
。
が
、
中
学
に

入
っ
て
か
ら
は
「
急
に
口
も
聞
か
な
く
な
っ
た
」。
竜
夫
は
英
子
を
忘
れ
た
の
で

は
な
く
、
逆
に
思
い
が
深
ま
り
、
秘
か
に
彼
女
を
性
欲
の
対
象
と
し
て
い
た
。

彼
は
英
子
あ
て
の
手
紙
を
、
何
度
も
書
い
て
い
る
。

　
　
け
っ
し
て
他
人
に
は
読
ま
れ
た
く
な
い
よ
う
な
恥
ず
か
し
い
こ
と
が
、
言

葉
足
ら
ず
の
文
面
に
溢
れ
て
い
る
。
い
や
、
手
紙
だ
け
で
は
な
か
つ
た
。

机
の
中
に
は
、
も
っ
と
ほ
か
に
も
見
ら
れ
た
く
な
い
も
の
が
い
っ
ぱ
い
つ

ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
熱
を
秘
め
て
油
臭
く
、
魅
力
と
自
虐
に
富
ん
で
い

る
。 

（「
雪
」）

　
友
人
の
関
根
圭
太
が
英
子
を
好
き
だ
と
告
白
し
た
の
も
、
竜
夫
の
英
子
へ
の

思
い
を
深
め
る
。

　
　「
英
子
は
、
え
え
匂
い
が
す
る
が
や
」 （
中
略
）

　
　「
熱
情
的
や
の
ォ
、
英
子
の
フ
ェ
ロ
モ
ン
は
、
熱
情
的
や
の
ォ
」 
（「
雪
」）

　
関
根
の
言
葉
は
性
的
だ
が
、
素
直
で
あ
る
。
彼
は
英
子
の
写
真
を
盗
み
、
竜

夫
は
そ
れ
を
羨
ん
で
い
た
が
、
友
情
の
し
る
し
と
し
て
貰
う
。
関
根
は
、
竜
夫

の
英
子
へ
の
思
い
を
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
、
英
子
と
竜
夫
を
大
事
に

思
っ
て
い
る
。

　
　「
友
情
の
し
る
し
や
が
。
…
…
こ
れ
か
ら
ず
つ
と
俺
と
友
だ
ち
で
お
る
ち
ゃ
。

ず
っ
と
、
お
と
な
に
な
っ
て
も
、
ほ
ん
と
の
友
だ
ち
で
お
る
ち
ゃ
。
え
え

か
？
」「
…
…
う
ん
」 

 
（「
桜
」）
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関
根
が
用
水
路
で
水
死
し
な
け
れ
ば
、
重
竜
と
大
森
の
よ
う
に
い
い
友
だ
ち

で
あ
り
続
け
た
ろ
う
。
彼
の
死
後
、
竜
夫
は
自
分
の
臆
病
さ
を
反
省
し
、
英
子

を
蛍
狩
り
に
誘
う
た
め
、
声
を
か
け
よ
う
と
す
る
。

　
そ
の
直
前
に
、
水
飲
み
場
で
ク
ラ
ス
の
女
生
徒
に
、「
い
ま
そ
こ
で
英
子
ち
ゃ

ん
も
水
飲
ん
だ
が
や
。
英
子
ち
ゃ
ん
、
き
っ
と
喜
ぶ
わ
ァ
…
…
」
と
言
わ
れ
、

彼
は
「
顔
を
火
照
ら
」
せ
、
授
業
中
に
「
英
子
を
何
度
も
盗
み
見
」
る
。
女
生

徒
は
英
子
の
気
持
ち
を
察
し
て
言
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ま
で
英
子
と
竜
夫

の
間
に
は
何
も
な
く
、
唐
突
の
感
が
あ 

　
い
ず
れ
に
し
て
も
竜
夫
は
勇
気
づ
け
ら
れ
、
英
子
を
蛍
狩
り
に
誘
う
。
彼
女

も
、
小
学
生
の
時
に
聞
い
た
銀
蔵
の
蛍
の
話
を
覚
え
て
い
て
、
行
き
た
い
と
言

う
。
話
し
て
い
る
う
ち
に
竜
夫
は
、
関
根
の
盗
ん
だ
写
真
を
自
分
が
持
っ
て
い

る
こ
と
を
話
す
。

　
や
が
て
父
の
葬
式
が
終
わ
り
、
蛍
狩
り
の
日
が
近
づ
く
。
竜
夫
は
、
英
子
の

家
に
蛍
狩
り
の
許
可
を
も
ら
い
に
行
く
。
家
で
会
っ
た
英
子
は
学
校
と
違
い
、

「
小
学
生
の
こ
ろ
の
あ
の
親
し
さ
を
漂
わ
せ
て
い
た
。」

　
母
の
初
子
は
初
め
難
色
を
示
す
が
、
竜
夫
は
自
分
の
母
も
行
く
と
嘘
を
つ
き
、

許
可
を
も
ら
う
。
喜
ん
だ
英
子
は
「
雨
、
降
ら
ん
よ
う
に
お
祈
り
す
る
ち
ゃ
」

と
言
う
。「
そ
ん
な
英
子
は
、
ひ
ど
く
お
と
な
び
て
い
た
」。
彼
女
は
、
竜
夫
と

行
く
蛍
狩
り
に
興
奮
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
英
子
は
珍
し
く
自
分
か
ら
い
ろ
ん
な
こ
と
を
話
し
か
け
て
き
た
。
竜
夫
が

帰
ろ
う
と
す
る
と
、
英
子
は
、「
関
根
く
ん
、
泥
棒
や
が
」

　
　
　
そ
う
言
っ
て
竜
夫
を
睨
ん
だ
。
英
子
は
耳
ま
で
赤
く
な
っ
て
い
た
。

　
　「
写
真
、
返
す
ち
ゃ
」

（
　
）
１４る
。

　
　
　
竜
夫
も
赤
く
な
っ
て
答
え
た
。

　
　「
そ
ん
な
友
情
、
聞
い
た
こ
と
な
い
ち
ゃ
」

　
　
　
そ
し
て
英
子
は
下
を
向
い
た
ま
ま
い
つ
ま
で
も
顔
を
あ
げ
な
か
っ
た
。

 

（「
蛍
」）

　
英
子
の
竜
夫
へ
の
恋
心
が
窺
わ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
、
蛍
狩

り
は
銀
蔵
や
千
代
が
一
緒
だ
と
し
て
も
、
竜
夫
と
英
子
に
と
っ
て
は
初
デ
ー
ト

で
あ
る
。五

　
蛍
　
　
狩
　
　
り

　
蛍
狩
り
の
当
日
、
英
子
た
ち
は
早
め
に
竜
夫
の
家
に
来
る
。

　
　
　
う
し
ろ
に
腕
を
廻
し
て
、
英
子
は
恥
か
し
そ
う
に
母
親
の
背
後
で
立
っ

て
い
た
。
黄
色
い
小
花
を
散
ら
し
た
ワ
ン
ピ
ー
ス
は
、
英
子
の
色
白
の
肌

に
よ
く
映
え
た
。
そ
の
女
ら
し
さ
に
は
、
自
分
よ
り
も
も
っ
と
遠
く
の
も

の
を
知
っ
て
い
る
よ
う
な
風
情
が
宿
っ
て
い
て
、
竜
夫
は
一
目
で
気
遅
れ

し
て
し
ま
っ
た
。 

 
（「
蛍
」）

　
母
の
初
子
が
「
年
頃
の
娘
を
持
つ
と
、
神
経
質
に
な
っ
て
し
も
う
て
」
と
言

う
よ
う
に
、
母
の
目
か
ら
見
て
も
、
英
子
は
「
別
嬪
」
で
成
熟
へ
の
過
程
に
あ

る
。
し
か
も
、
今
日
は
好
き
な
男
子
と
の
デ
ー
ト
で
あ
り
、
彼
女
は
一
層
綺
麗

に
な
る
。
前
述
し
た
千
代
の
感
想
─「
楽
し
そ
う
に
銀
蔵
に
問
い
か
け
て
い
る
英

子
の
す
っ
か
り
娘
ら
し
く
な
っ
た
胸
や
腰
を
見
て
い
る
と
、
千
代
は
そ
こ
に
何
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か
し
ら
恐
ろ
し
い
も
の
を
嗅
ぐ
よ
う
な
気
が
し
て
目
を
そ
ら
し
て
し
ま
っ
た
。」─

も
、
美
し
い
女
が
男
た
ち
の
思
慕
や
欲
望
の
対
象
と
な
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

れ
に
対
応
す
る
女
の
性
（
さ
が
）
を
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
一
行
は
蛍
狩
り
に
出
発
す
る
が
、
な
か
な
か
蛍
と
は
出
会
わ
な
い
。
彼
ら
が

歩
く
土
地
や
天
候
は
美
し
く
描
か
れ
る
が
、
千
代
は
歩
く
の
に
疲
れ
、
時
間
が

遅
く
な
っ
た
こ
と
を
懸
念
す
る
。「
来
た
道
を
ま
た
歩
い
て
帰
る
こ
と
に
な
る

か
ら
、
早
い
こ
と
引
き
返
さ
ん
と
…
…
」
と
言
う
と
、
英
子
は
「
な
ァ
ん
、
遅

う
な
っ
て
も
か
ま
わ
ん
ち
ゃ
。
…
…
ま
だ
蛍
の
生
ま
れ
よ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
と

ら
ん
の
に
」
と
言
い
、
あ
と
千
五
百
歩
歩
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
、「
出
逢

う
か
ど
う
か
わ
か
ら
ぬ
一
生
に
一
遍
の
光
景
に
」
出
会
え
ば
、
大
阪
に
行
こ
う

と
千
代
は
未
来
を
賭
け
る
。
同
様
に
、
英
子
も
蛍
の
遭
遇
に
竜
夫
と
の
恋
を
賭

け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
の
甲
斐
が
あ
っ
て
、
四
人
は
蛍
の
大
群
と
出
会
う
。
し
か
し
、「
そ
れ
は
、

四
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
心
に
描
い
て
い
た
華
麗
な
お
と
ぎ
絵
で
は
な
か
っ
た
。」

　
　
　
蛍
の
大
群
は
、
滝
壺
の
底
に
寂
寞
と
舞
う
微
生
物
の
屍
の
よ
う
に
、
は

か
り
し
れ
な
い
沈
黙
と
死
臭
を
孕
ん
で
光
の
澱
と
化
し
、
天
空
へ
天
空
へ

と
光
彩
を
ぼ
か
し
な
が
ら
冷
た
い
火
の
粉
状
に
な
っ
て
舞
い
あ
が
っ
て
い

た
。

　
　
　
四
人
は
た
だ
立
ち
つ
く
し
て
い
た
。
長
い
あ
い
だ
、
そ
う
し
て
い
た
。

　
　
　
　（
中
略
）

　
　
こ
の
切
な
い
、
哀
し
い
ば
か
り
に
蒼
く
瞬
い
て
い
る
光
の
塊
に
魂
を
注
い

で
い
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
が
す
べ
て
嘘
で
は
な
か
っ
た
、
そ
の
と
き

そ
の
と
き
、
何
も
か
も
嘘
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
な
さ
れ
て
く
る
の
で
あ

る
。 

（「
蛍
」）

　
千
代
は
蛍
の
「
光
の
塊
に
魂
を
注
い
で
い
る
」
と
、
こ
れ
ま
で
の
こ
と
を
嘘

で
は
な
い
と
思
う
。
蛍
の
大
群
が
見
る
者
を
圧
倒
し
、
魂
を
揺
さ
ぶ
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
宿
命
」
感
へ
と
通
じ
る
。
他
の
三
人
も
同
様
で
あ
る
。

　
竜
夫
た
ち
の
生
は
、「
貴
種
流
離
譚
の
枠
組
み
を
借
り
」
つ
つ
、「
力
強
い

『
再
生
』
で
は
な
い
が
、
無
気
力
に
流
さ
れ
る
だ
け
の
哀
し
い
生
で
も
な
」
く
、

「
流
れ
な
が
ら
も
さ
さ
や
か
な
幸
せ
を
求
め
る 

（
渡
辺
善
雄
氏
）
で
あ
る
。

圧
倒
的
な
（
死
を
含
む
）
美
が
、
彼
ら
に
力
を
与
え
鼓
舞
す
る
。

　
そ
し
て
、
蛍
の
大
群
の
壮
大
な
交
尾
故
に
、
そ
れ
は
性
的
な
面
で
も
力
を
持

つ
。
年
寄
り
の
銀
蔵
で
す
ら
「
熱
に
う
か
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
心
な
し
か
喘

い
で
い
た
。」
若
い
二
人
は
よ
り
影
響
を
受
け
る
。

　
竜
夫
は
蛍
の
群
れ
に
近
づ
こ
う
と
し
て
、
英
子
は
彼
の
ベ
ル
ト
を
掴
み
止
め

よ
う
と
す
る
が
、
竜
夫
は
進
み
、
彼
女
は
付
い
て
い
く
。

　
　
間
近
で
見
る
と
、
蛍
火
は
数
条
の
波
の
よ
う
に
ゆ
る
や
か
に
動
い
て
い
た
。

震
え
る
よ
う
に
発
光
し
た
か
と
思
う
と
、
力
尽
き
る
よ
う
に
萎
え
て
い
く
。

そ
の
い
つ
果
て
る
と
も
な
い
点
滅
の
繰
り
返
し
が
何
万
何
十
万
と
身
を
寄

せ
合
っ
て
、
い
ま
切
な
く
侘
び
し
い
一
塊
の
生
命
を
形
づ
く
っ
て
い
た
。

 

（「
蛍
」）

　
竜
夫
た
ち
も
、
蛍
た
ち
の
生
命
の
動
き
─
交
尾
─
と
共
振
し
始
め
る
。

　
　
英
子
は
ま
だ
ず
っ
と
竜
夫
の
ベ
ル
ト
を
握
り
つ
づ
け
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

（
　
）
１５生
」
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竜
夫
は
英
子
に
何
か
言
お
う
と
し
た
が
言
葉
に
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
体

を
熱
く
さ
せ
た
ま
ま
英
子
の
匂
い
を
嗅
い
で
い
た
。 

（「
蛍
」）

　
性
が
発
動
し
、
彼
ら
は
近
づ
く
。
そ
う
い
っ
た
二
人
に
、
一
陣
の
強
風
が
蛍

の
光
を
ま
き
あ
げ
、「
波
し
ぶ
き
の
よ
う
に
二
人
に
降
り
注
い
だ
。」

　
　
　
英
子
が
悲
鳴
を
あ
げ
て
身
を
く
ね
ら
せ
た
。

　
　「
竜
っ
ち
ゃ
ん
、
見
た
ら
い
や
や
ァ
…
…
」

　
　
　
半
泣
き
に
な
っ
て
英
子
は
ス
カ
ー
ト
の
裾
を
両
手
で
も
ち
あ
げ
た
。
そ

し
て
ぱ
た
ぱ
た
と
あ
お
っ
た
。

　
　「
あ
っ
ち
向
い
と
っ
て
ェ
」

　
　
　
夥
し
い
光
の
粒
が
一
斉
に
ま
と
わ
り
つ
い
て
、
そ
れ
が
胸
元
や
ス
カ
ー

ト
の
裾
か
ら
中
に
押
し
寄
せ
て
く
る
の
だ
っ
た
。
白
い
肌
が
光
り
な
が
ら

ぽ
っ
と
浮
か
び
あ
が
っ
た
。
竜
夫
は
息
を
詰
め
て
そ
ん
な
英
子
を
見
て
い

た
。 

（「
蛍
」）

　
英
子
の
「
白
い
肌
が
光
り
な
が
ら
ぽ
っ
と
浮
か
び
あ
が
」
る
。
こ
の
作
品
で

も
っ
と
も
官
能
的
な
シ
ー
ン
で
あ
る
。（
こ
の
時
、
竜
夫
は
蛍
に
よ
っ
て
光
ら
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
。）
見
方
に
よ
っ
て
は
、
光
る
蛍
た
ち
に
犯
さ
れ
る
如
き
英

子
で
は
あ
る
が
、
次
の
描
写
に
よ
っ
て
、
英
子
と
蛍
は
同
化
す
る
。

　
　
　
蛍
の
大
群
は
ざ
あ
ざ
あ
と
音
を
た
て
て
波
打
っ
た
。
そ
れ
が
蛍
な
の
か

せ
せ
ら
ぎ
の
音
な
の
か
竜
夫
に
は
も
う
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
。
こ
の
ど

こ
か
ら
雲
集
し
て
き
た
の
か
見
当
も
つ
か
な
い
何
万
何
十
万
も
の
蛍
た
ち

は
、
じ
つ
は
い
ま
英
子
の
体
の
奥
深
く
か
ら
絶
え
間
な
く
生
み
出
さ
れ
て

い
る
も
の
の
よ
う
に
竜
夫
に
は
思
わ
れ
て
く
る
の
だ
っ
た
。 

（「
蛍
」）

　
蛍
の
大
群
は
、「
は
か
り
し
れ
な
い
沈
黙
と
死
臭
を
孕
ん
で
光
の
澱
と
化
し
」、

交
尾
を
繰
り
返
す
。
英
子
は
蛍
に
侵
入
さ
れ
、「
体
の
奥
深
く
か
ら
」
光
を
生
み

出
す
。
英
子
は
、
蛍
た
ち
を
生
む
〈
母
〉
と
な
る
。「
蛍
」
と
英
子
の
一
体
化

で
あ
り
、
英
子
に
と
っ
て
は
、
魂
と
肉
体
の
一
種
の
浄
化
で
あ
る
。
こ
の
時
、

性
と
生
が
同
次
元
の
も
の
と
な
り
、
英
子
は
光
輝
く
。
だ
が
、
そ
れ
は
美
し
い

ば
か
り
で
は
な
く
、
死
を
も
孕
ん
で
い
る
。

　
千
代
が
英
子
の
姿
を
見
る
。

　
　
木
の
枝
に
つ
か
ま
り
、
身
を
乗
り
出
し
て
川
べ
り
を
覗
き
込
ん
だ
千
代
の

喉
元
か
ら
か
す
か
な
悲
鳴
が
こ
ぼ
れ
出
た
。
風
が
や
み
、
再
び
静
寂
に

戻
っ
た
窪
地
の
底
に
、
蛍
の
綾
な
す
妖
光
が
人
間
の
形
で
立
っ
て
い
た
。 

 

（「
蛍
」）

　
千
代
は
「
か
す
か
な
悲
鳴
」
を
上
げ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
形
の
光
に
驚
い
た

だ
け
で
は
な
い
。
英
子
の
肉
体
に
「
何
か
恐
ろ
し
い
も
の
」
を
見
る
彼
女
は
、

そ
れ
が
「
妖
光
」
た
る
こ
と
を
感
知
し
た
の
で
あ
る
。
悪
阻
に
苦
し
み
、
早
朝
、

川
の
た
も
と
で
吐
き
続
け
る
女
の
死
と
生
の
間
に
あ
る
性
が
、「
蛍
の
綾
な
す
妖

光
が
人
間
の
形
で
立
」
つ
の
を
見
る
。
そ
こ
で
は
死
や
性
も
光
っ
て
い
て
、
美

─
生
─
性
─
死
と
い
う
関
係
が
直
感
さ
れ
る
。

　
英
子
の
像
は
、
千
代
に
よ
っ
て
現
実
に
引
き
戻
さ
れ
る
が
、
竜
夫
に
と
っ
て

は
美
や
生
（
性
）
の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
そ
れ
が
死
を
含
む
性
で
あ
っ
た
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と
し
て
も
、
そ
し
て
、
死
と
生
の
ド
ラ
マ
─
蛍
の
乱
舞
─
が
「
宿
命
」
と
化
し
、

彼
ら
の
前
に
立
ち
現
れ
て
く
る
と
し
て
も
、
前
述
の
如
き
人
生
の
肯
定
と
し
て
、

彼
女
ら
の
前
に
あ
る
。
彼
ら
は
奇
蹟
と
遭
遇
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
き
よ
う

と
す
る
。

　
そ
の
時
、
竜
夫
は
英
子
を
愛
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
彼
は
彼
女
の
生
（
性
）

や
美
に
、
心
を
揺
ら
す
。
子
ど
も
の
世
界
か
ら
大
人
の
世
界
（
性
の
世
界
）
へ

と
高
め
ら
れ
、
愛
情
が
発
動
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
英
子
は
自
分
の
美
や
生
（
性
）
の
存
在
を
蛍
た
ち
に
促
さ
れ
、
新
し
い
ス
テ
ー

ジ
に
立
と
う
と
す
る
。
死
を
孕
む
と
し
て
も
、
性
は
生
で
あ
り
、
美
と
し
て
存

在
す
る
。
最
終
場
面
で
は
、
英
子
は
竜
夫
を
愛
す
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。

　
ま
と
め
て
言
え
ば
、
英
子
は
死
と
生
（
性
）
の
光
に
輝
き
、
竜
夫
は
美
や
性

の
中
に
、
生
の
象
徴
を
見
る
。
そ
し
て
、
千
代
は
生
（
性
）
と
共
存
す
る
死
を

見
る
。
彼
ら
の
生
（
哀
歓
）
は
、
死
や
性
に
よ
っ
て
深
ま
る
。
蛍
の
美
と
性
（
生

と
死
）
の
乱
舞
に
よ
っ
て
、
人
生
を
宿
命
の
如
く
与
え
ら
れ
、
人
間
は
愛
し
生

き
続
け
て
い
く
。
そ
の
時
彼
ら
は
、
生
・
性
・
死
・
美
の
饗
宴
た
る
〈
螢
川
〉

を
流
れ
て
行
く
。

（
注
）

（
１
）（
２
）（
３
）　
中
村
光
夫
や
安
岡
章
太
郎
の
選
評
、
お
よ
び
宮
本
輝
の
「
受
賞
の

こ
と
ば
」
は
、『
文
藝
春
秋
』
三
月
号
（
一
九
七
八
・
三
）
に
よ
る
。

（
４
）　
鎌
田
均
「『
螢
川
』　
生
き
る
意
味
を
訪
ね
て
」（『〈
新
し
い
作
品
論
へ
〉、〈
新
し

い
教
材
論
〉
へ
６
』
右
文
書
院
　
一
九
九
九
・
七
）

（
５
）（
６
）　「
蛍
川
」
の
成
立
事
情
に
関
し
て
は
、
渡
辺
善
雄
氏
の
「『
螢
川
』
の
生

成
　
父
の
発
見
」
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

　
　『〈
新
し
い
作
品
論
へ
〉、〈
新
し
い
教
材
論
〉
へ
６
』
右
文
書
院
　
一
九
九
九
・
七
）

（
７
）　
安
藤
始
『
宿
命
と
永
遠
─
宮
本
輝
の
物
語
─
』（
お
う
ふ
う
　
二
〇
〇
三
・
十
）

（
８
）　
酒
井
英
行
『
宮
本
輝
論
』（
翰
林
書
房
　
一
九
九
八
・
九
）

（
９
）　
注
（
５
）
に
よ
る
。

（
　
）（
　
）（
　
）（
　
）　
注
（
８
）
に
よ
る
。

１０

１１

１２

１３

（
　
）　
主
人
公
が
女
た
ち
に
好
意
を
持
た
れ
る
の
は
、
川
三
部
作
の
残
り
の
二
作
も
同

１４
様
で
あ
り
、
中
学
生
の
主
人
公
が
、
好
き
な
美
少
女
か
ら
好
意
を
持
た
れ
る
の
は
、

「
錦
繍
」
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
主
人
公
の
魅
力
の
保
証
と
と
も
に
、
渡

辺
氏
の
言
う
「
貴
種
流
離
譚
」
の
性
格
も
あ
ろ
う
。「
錦
繍
」
の
有
馬
は
、
都
会

（
大
阪
）
か
ら
田
舎
（
東
舞
鶴
）
に
や
っ
て
来
た
転
校
生
で
あ
り
、
父
母
を
亡
く

し
孤
独
で
あ
る
。
竜
夫
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
大
阪
か
ら
や
っ
て
き
て
、
父

を
亡
く
し
、
や
が
て
大
阪
に
帰
る
。

（
　
）　
注
（
５
）
に
よ
る
。

１５

〔
二
〇
一
二
・
九
・
二
七
　
受
理
〕 

宮本　輝「蛍川」論４３６


