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「
パ
ノ
ラ
マ
・
ジ
オ
ラ
マ
・
グ
ロ
テ
ス
ク
─
─
江
戸
川
乱
歩
と
萩
原
朔
太
郎
」
記
念
イ
ベ
ン
ト
１

講
演
「
孤
独
な
窃
視
者
の
夢
想 

─
─ 

乱
歩
と
朔
太
郎
」　
谷
川
　
渥

　
　
孤
独
な
散
歩
者
、
孤
独
な
窃
視
者

　

ど
う
も
今
日
は
お
集
ま
り
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
乱
歩

と
朔
太
郎
の
関
係
を
、「
孤
独
な
窃
視
者
の
夢
想
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で

話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

こ
の
タ
イ
ト
ル
を
お
聞
き
に
な
っ
て
す
ぐ
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル

ソ
ー
の
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
と
い
う
書
名
を
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た

方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
。
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
は

十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
す
け
れ
ど
も
、
一
種
の
強
迫
神
経

症
と
い
う
か
、
精
神
分
裂
病
、
今
の
言
葉
で
言
う
と
統
合
失
調
症
だ
っ
た

と
い
う
人
も
い
る
く
ら
い
で
、
晩
年
は
人
々
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
、
ス
イ

ス
の
山
中
で
散
歩
を
し
た
り
湖
に
ボ
ー
ト
を
浮
か
べ
た
り
し
て
、
そ
こ
で

エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
、
そ
れ
が
死
後
に
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
と
い

う
タ
イ
ト
ル
で
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
未
完
の
書
物
で
す
。

　

西
洋
の
文
学
史
に
お
い
て
、「
孤
独
」
そ
れ
か
ら
「
散
歩
者
」、「
夢
想
」

と
い
う
、
三
つ
の
言
葉
が
タ
イ
ト
ル
と
し
て
使
わ
れ
た
の
は
こ
れ
が
初
め

て
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
本
が
の
ち
の
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
主
義
の
淵
源
に

な
っ
た
、
と
い
う
ふ
う
に
文
学
史
の
上
で
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
タ
イ
ト
ル
を
借
り
て
、
今
日
は
「
孤
独
な
窃
視
者
の
夢
想
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
に
し
た
わ
け
で
す
。

　

私
が
読
ん
だ
限
り
で
は
、
朔
太
郎
が
一
度
だ
け
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・

ル
ソ
ー
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。『
虚
妄
の
正
義
』
と
い
う

朔
太
郎
の
有
名
な
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集
の
中
で
、ル
ソ
ー
の『
民
約
論
』と『
懺

悔
録
』
─
─
『
民
約
論
』
と
は
『
社
会
契
約
論
』
の
こ
と
で
、
フ
ラ
ン
ス

革
命
に
影
響
を
与
え
た
書
物
で
す
。
そ
れ
か
ら
『
懺
悔
録
』
は
、『
告
白
』

の
こ
と
で
す
ね
。
こ
の
二
つ
に
言
及
し
て
、
朔
太
郎
が
こ
う
い
う
ふ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

　
　

�　

浪
漫
主
義
と
自
然
主
義
と
、
こ
の
二
つ
の
敵
国
視
す
る
矛
盾
の
も

の
が
、
共
に
同
じ
ル
ツ
ソ
オ
か
ら
出
発
し
、
本
源
を
一
に
し
た
と
い

ふ
こ
と
は
、
常
識
に
と
つ
て
の
意
外
で
あ
る
。
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萩
原
朔
太
郎
「
種
と
そ
の
分
散
」（『
虚
妄
の
正
義
』
一
九
二
九
年
十
月
）

　

朔
太
郎
は
ル
ソ
ー
を
ル
ツ
ソ
オ
と
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
浪
漫
主

義
、ロ
マ
ン
主
義
と
自
然
主
義
の
矛
盾
す
る
も
の
が
ル
ソ
ー
の
中
に
あ
る
。

こ
れ
は
た
い
へ
ん
不
思
議
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ル

ソ
ー
と
い
う
人
物
は
い
ろ
ん
な
側
面
を
持
っ
て
い
て
、
文
学
史
の
上
で
は

ロ
マ
ン
主
義
の
祖
と
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
ア
ン
ド
レ
・
ブ
ル
ト
ン
に

言
わ
せ
る
と
、『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
と
い
う
の
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ

ス
ム
の
始
ま
り
で
あ
る
と
か
、
そ
れ
か
ら
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、

『
社
会
契
約
論
』
あ
る
い
は
『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
は
共
産
主
義
の
最

初
の
書
物
、
社
会
主
義
の
始
ま
り
の
書
物
で
あ
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て

い
る
。
ま
た
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
、『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
は

人
類
学
の
最
初
の
書
物
で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。『
告
白
』
と
い
う
書

物
は
日
本
に
た
い
へ
ん
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
ね
。『
懺
悔
録
』。
つ

ま
り
自
分
の
暗
い
側
面
を
、
赤
裸
々
に
、
何
で
も
か
ん
で
も
吐
露
し
て
し

ま
う
。
こ
れ
が
日
本
の
明
治
以
降
の
自
然
主
義
の
始
ま
り
に
な
っ
た
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
ル
ソ
ー
は
様
々
な
側
面
を
持
っ
た
人
物
で
す

が
、
今
日
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
を
借
り
た
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、
最
初
に
「
孤
独
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
ち
ょ
っ
と
お
話

し
し
ま
す
。
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
出
し
た
『
月
に
吠
え
る
』
と
い

う
処
女
詩
集
の
序
文
の
中
で
、朔
太
郎
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　

�　

人
は
一
人
一
人
で
は

4

4

4

4

4

4

4

4

、
い
つ
も
永
久
に

4

4

4

4

4

4

、
永
久
に

4

4

4

、
恐
ろ
し
い
孤

4

4

4

4

4

独
で
あ
る

4

4

4

4

。

　
　
　
（
中
略
）

　

�　

詩
は
た
だ
、
病
め
る
魂
の
所
有
者
と
孤
独
者
と
の
寂
し
い
な
ぐ
さ

め
で
あ
る
。

　
　
　
　

萩
原
朔
太
郎　
「
序
」（『
月
に
吠
え
る
』
一
九
一
七
年
二
月
）

　

さ
ら
に
朔
太
郎
は
、
一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
に
「
或
る
孤
独
者
の
手

記
」
と
い
う
文
章
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
ま
す
ね
。

　
　

自
分
は
始
め
か
ら
孤
独
で
あ
つ
た
。

　
　
　
（
中
略
）

　

�　

僕
は
家
庭
を
持
つ
て
る
け
れ
ど
も
、
此
の
家
庭
生
活
か
ら
も
、
僕

は
依
然
と
し
て
孤
独
で
あ
る
。「
妻
」と
か「
子
供
」と
か
い
ふ
観
念
が
、

ど
う
し
て
も
僕
に
は
は
つ
き
り

4

4

4

4

し
な
い
。

　
　
　
（
中
略
）

　
�　

気
質
的
に
も
、
対
人
的
に
も
、
家
庭
的
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
生
に

於
て
僕
の
生
存
は
悲
劇
で
あ
る
。
僕
は
か
つ
て
中
里
介
山
氏
の
「
大

菩
薩
峠
」
と
い
ふ
小
説
を
読
み
、
そ
の
主
人
公
で
あ
る
机
龍
之
介
と

い
ふ
人
物
に
興
味
を
感
じ
た
。
机
龍
之
介
と
い
ふ
人
物
は
、
日
本
で

書
か
れ
た
小
説
の
中
、
最
も
孤
独
な
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
僕
自
身
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は
そ
れ
よ
り
も
も
つ
と

4

4

4

深
く
、
も
つ
と
宿
命
的
で
あ
る
悲
劇
を
持
つ

て
る
。

　
　
　

�
萩
原
朔
太
郎
「「
或
る
孤
独
者
の
手
記
」（「
時
事
新
報
」
一
九
二

九
年
一
月
二
十
六
日
～
三
十
日
）

　

こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
ず
っ
と
連
ね
て
い
る
、
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ

い
エ
ッ
セ
イ
で
す
。
実
は
ぼ
く
も
、
中
里
介
山
の
『
大
菩
薩
峠
』
に
挑
戦

中
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
全
十
二
巻
で
、
や
っ
と
四
巻
を
読
み
終

わ
る
と
こ
ろ
で
、
あ
と
八
冊
く
ら
い
残
っ
て
い
る
ん
で
す
。
机
龍
之
介
が

だ
ん
だ
ん
影
が
薄
く
な
っ
て
、
途
中
で
出
な
く
な
っ
た
り
す
る
も
の
で
す

か
ら
、
そ
う
す
る
と
い
や
に
な
っ
て
読
ま
な
く
な
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
ま
た
出
て
く
る
ら
し
い
で
す
。
朔
太
郎
は
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
、「
机

龍
之
介
は
自
分
に
似
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
た
だ
自
分
の

方
が
も
っ
と
孤
独
だ
っ
た
な
ん
て
言
い
方
を
し
て
い
る
。

　

乱
歩
は
「
今
ま
で
に
萩
原
朔
太
郎
君
か
ら
贈
ら
れ
た
本
」
と
い
う
エ
ッ

セ
イ
を
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
生
前
未
発
表
で
、
二
〇
一
五
（
平
成

二
十
七
）年
に「『
新
青
年
』趣
味
」に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
す
。そ
こ
に
、「
彼

の
孤
独
性
は
僕
以
上
の
も
の
が
あ
る
が
、
し
か
し
大
変
似
て
ゐ
る
」
と
書

い
て
い
ま
す
。
朔
太
郎
の
孤
独
と
自
分
の
孤
独
は
よ
く
似
て
い
る
と
言
っ

て
い
る
ん
で
す
。「
彼
に
は
「
酒
」
が
あ
る
と
い
ふ
点
は
非
常
な
違
ひ
だ

け
れ
ど
」
と
も
書
い
て
い
ま
す
。
乱
歩
は
お
酒
を
飲
め
な
か
っ
た
ん
で
す

ね
。
朔
太
郎
は
酒
飲
み
で

し
た
。

　

ま
あ
こ
う
い
う
こ
と
で
、

「
孤
独
な
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
の
共
通
性
が
、
ま
ず
は

あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
「
散
歩
者
」

で
す
が
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ

ク
・
ル
ソ
ー
が
使
っ
た
「
散

歩
者
」
と
い
う
言
葉
を
、

江
戸
川
乱
歩
が
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
使
っ
て
い
ま

す
ね
。
ぼ
く
が
調
べ
た
限
り
で
は
、
乱
歩
が
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー

の
『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』
と
い
う
書
物
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
証
拠

は
出
て
き
ま
せ
ん
。
あ
の
当
時
ま
だ
、
ジ
ャ
ン
・
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
の

『
孤
独
な
散
歩
者
の
夢
想
』は
翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
。
で
す
か
ら
、こ
の「
散

歩
者
」
と
い
う
、
そ
れ
ま
で
の
日
本
文
学
史
で
使
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

な
表
現
を
、
乱
歩
が
ど
こ
で
手
に
入
れ
た
か
ち
ょ
っ
と
よ
く
わ
か
ら
な
い

と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
。

　

た
だ
、
こ
れ
は
ポ
ー
の
影
響
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
江
戸
川
乱
歩
と
い
う

ペ
ン
ネ
ー
ム
は
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
か
ら
借
り
て
き
た
わ
け
で
す

け
れ
ど
も
、
ポ
ー
は
ア
メ
リ
カ
の
人
で
す
。「
群
衆
の
人
」
と
い
う
有
名
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な
小
説
の
よ
う
な
も
の
を
書
い
て
い
て
、
そ
の
中
で
、
大
都
会
の
た
く
さ

ん
人
が
い
る
中
を
ふ
ら
ふ
ら
と
無
目
的
に
歩
く
、「
群
衆
」
と
い
う
概
念

を
出
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。そ
れ
か
ら
、ご
存
知
の
よ
う
に
朔
太
郎
も
、「
群

衆
の
中
を
求
め
て
歩
く
」
と
い
う
詩
を
書
い
て
い
ま
す
。
乱
歩
も
朔
太
郎

も
、「
群
衆
」
と
い
う
問
題
を
か
な
り
抱
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

で
す
が
、「
散
歩
者
」
と
い
う
表
現
を
、
乱
歩
が
ど
こ
か
ら
手
に
入
れ

た
の
か
、
ち
ょ
っ
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ポ
ー
の

「
群
衆
の
人
」
と
い
う
の
は
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
も
受
け
継
い
で
詩
の
中
に

書
い
て
い
ま
す
し
、
そ
し
て
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
研
究
を
し
て
い
た
ヴ
ァ

ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
と
い
う
哲
学
者
が
、
そ
の
問
題
を
「
フ
ラ
ヌ
ー
ル
」

と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
で
論
じ
て
い
ま
す
。「
フ
ラ
ヌ
ー
ル
」
と
い
う
の
は
、

日
本
で
は
「
遊
歩
者
」
と
訳
し
て
い
ま
す
。
群
衆
の
中
を
盲
目
的
に
人
が

ふ
ら
ふ
ら
歩
く
の
を
「
遊
歩
者
」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
乱

歩
や
朔
太
郎
は
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
な
ん
か
の
問
題
意
識
と
似
た
よ
う
な
問
題

意
識
を
す
で
に
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
は
ポ
ー
の
影

響
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
「
散
歩
者
」
と
い

う
表
現
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

今
日
は
、
そ
の
二
人
の
孤
独
な
人
間
の
接
点
を
、「
窃
視
」
と
い
う
概

念
で
論
じ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
「
窃
視
者
」
を
入
れ

て
、「
孤
独
な
窃
視
者
の
夢
想
」
と
し
ま
し
た
。「
窃
視
」
と
は
覗
き
見
の

こ
と
で
す
ね
。

　
　

乱
歩
に
お
け
る
「
窃
視
」

　

ま
ず
乱
歩
に
お
い
て
、
覗
き
見
が
ど
う
い
う
形
で
出
て
く
る
か
、
と
い

う
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち
な
み
に
朔
太
郎
は
一
八
八
六

（
明
治
十
九
）
年
生
ま
れ
で
乱
歩
が
一
八
九
四
（
明
治
二
十
七
）
年
生
ま

れ
で
す
か
ら
、
乱
歩
の
ほ
う
が
八
歳
下
で
す
。
展
覧
会
を
ご
覧
に
な
れ
ば

お
わ
か
り
の
よ
う
に
、
朔
太
郎
が
乱
歩
に
手
紙
を
出
し
た
こ
と
で
二
人
の

交
流
が
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、そ
の
時
朔
太
郎
は
四
十
四
歳
で
、

乱
歩
が
三
十
六
歳
で
す
。
一
九
三
一
（
昭
和
六
）
年
に
出
会
っ
て
い
る
の

で
す
が
、そ
の
六
年
前
の
一
九
二
五（
大
正
十
四
）年
七
月
に
、乱
歩
の『
心

理
試
験
』
と
い
う
単
行
本
が
出
ま
し
た
。
朔
太
郎
は
こ
れ
を
読
ん
で
、「
探

偵
小
説
に
つ
い
て
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
ま
し
た
。
こ
の
問
題
に
つ

い
て
は
あ
と
で
お
話
し
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
乱
歩
と
朔
太
郎
の
関
係
を
も
う
一
つ
言
う
と
、
乱
歩
は
「
新

青
年
」
に
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
と
い
う
長
い
小
説
を
連
載
し
て
い
て
、

最
終
回
が
出
た
「
新
青
年
」
の
同
じ
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
四
月
号
に
、

朔
太
郎
は
あ
の
有
名
な
散
文
詩
「
死
な
な
い
蛸
」
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
連
載
し
て
い
た
の

を
、
乱
歩
は
の
ち
に
「
奇
談
」
に
変
え
ま
し
た
。
だ
か
ら
人
に
よ
っ
て
、

「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
と
言
っ
た
り
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
談
」
と
言
っ
た
り
、

ち
ょ
っ
と
統
一
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
も
正
し
い
ん
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で
す
。
乱
歩
自
身
は
途
中
か
ら
、「
奇
談
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
こ
ま
で
が
序
論
で
、
こ
こ
か
ら
、
乱
歩
に
お
い
て
は
窃
視
と
い
う
の

が
ど
う
い
う
形
で
現
れ
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
お
話
し
し
て
、
そ
の

あ
と
に
朔
太
郎
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
　「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
―
―
真
上
か
ら
片
目
で
覗
く
景
色

　

ま
ず
、「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
で
す
ね
。
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年

に
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
朔
太
郎
は
一
九
二
六
（
大
正
十
五
）
年
に
乱
歩
の

『
心
理
試
験
』
と
い
う
書
物
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
す
が
、「
屋
根

裏
の
散
歩
者
」
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
。『
心
理
試
験
』
は
「
屋

根
裏
の
散
歩
者
」
発
表
の
同
年
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
が
、
こ
の
小

説
集
の
中
に
は
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
が
入
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。
朔
太

郎
は
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
に
つ
い
て
は
ど
こ
に
も
反
応
を
記
述
し
て
い

な
い
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
惜
し
い
で
す
。

　

改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
ア
パ
ー
ト
の
押
し
入

れ
で
寝
る
習
慣
の
あ
る
孤
独
な
男
が
い
て
で
す
ね
、
押
し
入
れ
で
寝
て
い

た
ら
、
天
井
板
が
外
れ
る
も
の
で
、
外
し
た
ら
天
井
に
行
け
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
天
井
の
中
が
割
と
綺
麗
で
、
そ
こ
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
ら
、

節
穴
が
開
い
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
覗
き
見
を
す
る
話
で
す
。
屋
根
裏
を
散

歩
す
る
話
で
す
ね
。
乱
歩
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
記
述
し
て
い
る
。

　

�　

天
井
か
ら
の
隙
見
と
い
う
も
の
が
、
ど
れ
程
異
様
に
興
味
の
あ
る

も
の
だ
か
は
、
実
際
や
っ
て
み
た
人
で
な
け
れ
ば
恐
ら
く
想
像
も
出

来
ま
す
ま
い
。

　
　
　

��

江
戸
川
乱
歩
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」（「
新
青
年
」
一
九
二
五
年
八

月
増
刊
号
、
創
作
探
偵
小
説
集
第
二
巻
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
一

九
二
六
年
一
月
）

　

こ
れ
は
主
人
公
の
述
懐
で
す
。
覗
き
見
と
い
う
言
葉
を
乱
歩
は
使
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。
隙
間
か
ら
見
る
、「
隙す

き

見み

」
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
に
、
平ふ

だ
ん常
、
横
か
ら
同
じ
水
平
線
で
見
る
の
と
違
っ
て
、
真

上
か
ら
見
下
す
の
で
す
か
ら
、
こ
の
、
目
の
角
度
の
相
違
に
よ
っ
て
、

あ
た
り
前
の
座
敷
が
、
随
分
異
様
な
景
色
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」

　

こ
こ
に
な
か
な
か
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
出
て
く
る
。
い
つ
も
は
人
間
は

水
平
的
に
対
面
し
あ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
真
上
か
ら
見
る
か
ら
角
度
が

違
っ
て
、
異
様
な
景
色
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
目
の
角
度
の
相

違
に
よ
っ
て
、
景
色
が
変
わ
る
と
い
う
言
い
方
が
出
て
い
る
。
隙
見
、
つ

ま
り
覗
き
見
す
る
時
は
、
穴
か
ら
見
る
か
ら
片
目
で
見
て
い
る
わ
け
で
す
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ね
。
片
目
で
見
て
し
か
も
角
度
が
違
う
と
い
う
そ
う
い
う
形
で
、「
屋
根

裏
の
散
歩
者
」
の
話
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
明
智
小
五
郎
が
出
て
き
て
最

後
に
犯
人
は
推
理
で
捕
ま
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
に
乱

歩
は
、「
陰
獣
」
と
い
う
た
い
へ
ん
有
名
な
小
説
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ

の
筋
を
話
す
と
長
く
な
り
ま
す
か
ら
申
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
の
語
り

手
が
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
。

　
　
　

　
　

�　

私
は
屋
根
裏
の
遊
戯
者
を
真
似
て
、
そ
こ
か
ら
下
の
部
屋
を
覗の

ぞ

い

て
見
た
が
、
春
泥
が
そ
れ
に
陶
酔
し
た
の
も
決
し
て
無
理
で
は
な

か
っ
た
。
天
井
板
の
隙
間
か
ら
見
た
「
下
界
」
の
光
景
の
不
思
議
さ

は
、
誠
に
想
像
以
上
で
あ
っ
た
。
殊
に
も
、
丁
度
私
の
目
の
下
に
う

な
だ
れ
て
い
た
静
子
の
姿
を
眺
め
た
時
に
は
、人
間
と
い
う
も
の
が
、

目
の
角
度
に
よ
っ
て
は
、
こ
う
も
異
様
に
見
え
る
も
の
か
と
驚
い
た

程
で
あ
っ
た
。

　
　
　

 �

江
戸
川
乱
歩
「
陰
獣
」（「
新
青
年
」
一
九
二
八
年
八
月
増
刊
・
九

月
・
十
月
、『
陰
獣
』
一
九
二
八
年
十
一
月
）

　

大
江
春
泥
と
い
う
、
犯
罪
の
主
人
公
が
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

は
乱
歩
が
自
分
自
身
の
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
と
い
う
小
説
に
言
及
し
て

い
る
と
い
う
箇
所
な
ん
で
す
。「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
と
い
う
と
あ
ま
り

に
も
直
接
的
に
な
る
の
で
、
こ
の
「
陰
獣
」
の
中
で
は
「
屋
根
裏
の
遊
戯

者
」と
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
に
よ
っ
て
有
名
に
な
っ
た「
フ

ラ
ヌ
ー
ル
」
と
い
う
概
念
、
つ
ま
り
「
遊
歩
者
」
と
い
う
言
葉
を
ち
ょ
っ

と
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
、
不
思
議
な
表
現
で
す
。

　
　「
鏡
地
獄
」
―
―
凹
面
鏡
の
恐
怖

　

い
ず
れ
に
し
て
も
乱
歩
の
小
説
は
、
隙
間
か
ら
覗
く
、
節
穴
か
ら
覗
く

と
い
う
話
か
ら
始
ま
る
と
言
っ
て
い
い
ん
で
す
。
例
え
ば「
猟
奇
の
果
て
」

と
い
う
長
編
小
説
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
で
も
覗
く
話
が
出
て
き

ま
す
。

　

こ
の
覗
く
話
が
レ
ン
ズ
を
介
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
肉
眼
で
穴
か
ら
片
目
で
覗
い
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
こ
に
レ
ン
ズ
だ
と
か
鏡
が
介
在
し
始
め
る
。
そ
の
典
型
が
「
鏡
地
獄
」

で
す
ね
。
一
九
二
六
（
大
正
十
五
）
年
に
発
表
さ
れ
た
、
皆
さ
ん
ご
存
知

の
小
説
で
す
。
乱
歩
は
自
分
自
身
の
趣
味
、
好
み
を
主
人
公
に
仮
託
し
て

記
述
し
て
い
る
ん
で
す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
述
べ
て
い
る
箇
所
が
あ
り

ま
す
。

　
　

�　

考
え
て
見
ま
す
と
、
彼
は
そ
ん
な
時
分
か
ら
、
物
の
姿
の
映
る
物
、

例
え
ば
ガ
ラ
ス
と
か
、
レ
ン
ズ
と
か
鏡
と
か
い
う
も
の
に
、
不
思
議

な
嗜し

好こ
う

を
持
っ
て
い
た
様
で
す
。そ
れ
が
証
拠
に
は
、彼
の
お
も
ち
ゃ
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と
云
え
ば
、
幻
燈
器
械
だ
と
か
、
遠と

お

眼め

鏡が
ね

だ
と
か
、
虫む

し

眼め

鏡が
ね

だ
と
か
、

其そ
の

外ほ
か

そ
れ
に
類
し
た
、
将ま

さ

門か
ど

眼
鏡
、
万ま

ん

華げ

鏡き
ょ
う、
目
に
当
て
る
と
人
物

や
道
具
な
ど
が
、
細
長
く
な
っ
た
り
、
平
た
く
な
っ
た
り
す
る
、
プ

リ
ズ
ム
の
お
も
ち
ゃ
だ
と
か
、
そ
ん
な
も
の
ば
か
り
で
し
た
。

　
　
　

��

江
戸
川
乱
歩
「
鏡
地
獄
」（「
大
衆
文
藝
」
一
九
二
六
年
十
月
、
創

作
探
偵
小
説
集
第
四
巻
『
湖
畔
亭
事
件
』
一
九
二
六
年
九
月
）

　

こ
の
中
で
ぼ
く
は
、「
将
門
眼
鏡
」
と
い
う
の
が
よ
く
わ
か
ら
な
く
て
、

ち
ょ
っ
と
調
べ
て
み
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に
で
き
た
、
覗
く
と
一
人
の
人

間
が
複
数
化
す
る
眼
鏡
な
ん
で
す
ね
。
だ
い
た
い
八
人
く
ら
い
に
な
る
ら

し
い
ん
で
す
け
れ
ど
、
そ
れ
を
将
門
眼
鏡
と
い
う
ん
で
す
。
こ
う
い
う
ふ

う
に
あ
ら
ゆ
る
レ
ン
ズ
、
眼
鏡
類
に
淫
し
て
い
た
男
が
主
人
公
な
ん
で
す

が
、
乱
歩
の
小
説
に
は
「
凹
面
鏡
の
恐
怖
」
と
い
う
言
葉
が
し
ば
し
ば
出

て
く
る
ん
で
す
。
凸
面
鏡
は
ま
ず
出
て
こ
な
い
。

　
「
鏡
地
獄
」
の
主
人
公
は
、
凹
面
鏡
を
球
体
に
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か

と
考
え
て
、
そ
の
小
さ
な
球
体
、
直
径
四
尺
ほ
ど
の
中
空
の
ガ
ラ
ス
玉
内

部
に
、
数
か
所
の
強
い
光
の
小
電
灯
を
装
置
し
て
中
に
閉
じ
こ
も
る
。
そ

れ
で
、
内
側
か
ら
開
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
、
外
側
の
人
間
が
そ
れ
に
気
付

い
て
無
理
や
り
開
け
た
ら
、
発
狂
し
て
出
て
く
る
と
い
う
話
で
す
。
そ
れ

に
対
し
て
、
一
番
最
後
の
と
こ
ろ
で
語
り
手
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
語
っ

て
い
ま
す
。

　
　

�　

た
だ
、
我
々
に
か
ろ
う
じ
て
出
来
る
こ
と
は
、
球
体
の
一
部
で
あ

る
所
の
、
凹
面
鏡
の
恐
怖
を
、
球
体
に
ま
で
延
長
し
て
見
る
外
に
は

あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
方
は
、
定
め
し
凹
面
鏡
の
恐
怖
な
れ
ば
、
御

存
じ
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
あ
の
自
分
自
身
を
顕
微
鏡
に
か
け
て
、
覗

い
て
見
る
様
な
、
悪
夢
の
世
界
、
球
体
の
鏡
は
そ
の
凹
面
鏡
が
果
て

し
も
な
く
連

つ
ら
な

っ
て
、
我
々
の
全
身
を
包
む
の
と
同
じ
訳
な
の
で
す
。

そ
れ
丈
け
で
も
単
な
る
凹
面
鏡
の
恐
怖
の
、
幾
層
倍
、
幾
十
層
倍
に

当
り
ま
す
が
、
そ
の
様
に
想
像
し
た
ば
か
り
で
、
我
々
は
も
う
身
の

毛
が
よ
立
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
は
凹
面
鏡
に
よ
っ
て
囲
ま

れ
た
小
宇
宙
な
の
で
す
。我
々
の
此
の
世
界
で
は
な
い
の
で
す
。も
っ

と
別
の
、
恐
ら
く
狂
人
の
国
に
相
違
な
い
の
で
す
。

「
鏡
地
獄
」

　

凹
面
鏡
に
つ
い
て
、
乱
歩
は
自
分
の
顔
を
拡
大
し
て
気
味
の
悪
い
も
の

が
見
え
る
と
書
い
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
を
、
乱
歩
は
た
く
さ

ん
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
「
映
画
の
恐
怖
」
と
い
う
エ
ッ
セ

イ
で
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

　
　

�　

あ
な
た
は
、
自
分
の
顔
を
凹お

う

面
鏡
に
写
し
て
見
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
か
。
赤あ

か

子ご

の
様
に
滑
か
な
あ
な
た
の
顔
が
、
凹
面
鏡
の
面お

も
て
で
は
、
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ま
る
で
望
遠
鏡
で
の
ぞ
い
た
月
世
界
の
表
面
の
様
に
、で
こ
ぼ
こ
に
、

物
凄
く
変
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
鱗う

ろ
こ
の
様
な
皮
膚
、
洞ほ

ら

穴あ
な

の
様
な
毛

穴
、
凹
面
鏡
は
怖
い
と
思
い
ま
す
。
映
画
俳
優
と
い
う
も
の
は
絶
え

ず
こ
の
凹
面
鏡
を
覗
い
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
当
に
発
狂

し
な
い
の
が
不
思
議
で
す
。

　
　
　

��「
映
画
の
恐
怖
」（「
婦
人
公
論
」
一
九
二
五
年
十
月
、
創
作
探
偵

小
説
集
第
二
巻
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
一
九
二
六
年
一
月
）

　

乱
歩
の
鏡
の
中
で
特
権
的
な
位
置
を
占
め
る
の
が
凹
面
鏡
で
す
。
こ
れ

は
た
い
へ
ん
不
思
議
な
、乱
歩
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
す
。バ
ル
ト
ル
シ
ャ

イ
テ
ィ
ス
と
い
う
東
欧
出
身
で
フ
ラ
ン
ス
で
活
躍
し
た
美
術
史
家
が
い
ま

す
け
れ
ど
も
、『
鏡
』
と
い
う
大
き
な
本
を
書
い
て
い
ま
す
。
今
日
は
重

た
い
か
ら
持
っ
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
私
が
翻
訳
し
て
い

る
ん
で
す
。
そ
の
中
で
、
凹
面
鏡
の
問
題
を
ず
っ
と
論
じ
て
い
る
ん
で
す

が
、
歴
史
的
に
は
西
洋
で
凹
面
鏡
は
、
光
を
集
め
る
集
光
鏡
な
ん
で
す
ね
。

集
光
鏡
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
長
々
と
書
い
て
い
て
、
太

陽
の
光
を
そ
の
凹
面
で
集
め
て
、集
中
す
る
と
そ
れ
が
光
の
線
に
な
っ
て
、

武
器
に
な
る
ん
で
す
。

　

ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
鏡
と
い
う
、
遠
く
か
ら
船
を
燃
や
す
こ
と
が
で
き
た

と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
凹
面
鏡
で
燃
や
し
て
い
た
ん
で
す
ね
。
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
に
も
特
大
の
鏡
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
あ

れ
も
凹
面
鏡
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
西
洋
で
凹
面
鏡
と
い
う
の
は
太

陽
光
線
を
集
め
て
、
何
か
相
手
に
危
害
を
加
え
る
と
い
う
、
武
器
的
な
発

想
で
ず
っ
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
ん
で
す
。
け
れ
ど
も
乱
歩
の
場
合
に
は
、

自
分
の
顔
を
見
る
と
毛
穴
が
見
え
た
り
し
て
非
常
に
気
持
ち
悪
い
、
そ
う

い
う
発
想
で
凹
面
鏡
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
哲
学
的
な
言
葉
で
言
う

と
、
乱
歩
の
凹
面
鏡
は
対
自
的
。
い
つ
も
自
分
自
身
に
返
っ
て
く
る
も
の

と
し
て
考
え
て
い
る
。
西
洋
人
は
凹
面
鏡
を
相
手
に
ぶ
つ
け
る
。
対
他
的

で
す
ね
。
太
陽
光
線
で
相
手
に
危
害
を
加
え
る
。
他
人
に
対
し
て
使
う
。

そ
う
い
う
違
い
が
あ
る
ん
で
す
。

　

乱
歩
は
そ
の
凹
面
鏡
か
ら
い
ろ
ん
な
問
題
を
派
生
さ
せ
て
、「
湖
畔
亭

事
件
」
と
い
う
長
い
小
説
を
書
い
た
り
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は

も
う
省
略
し
ま
し
ょ
う
。

　
　「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
―
―
二
重
の
覗
き

　

乱
歩
の
中
で
特
権
的
な
小
説
は
、何
と
い
っ
て
も
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

で
す
。
こ
れ
は
で
す
ね
、
何
重
に
も
、
見
る
こ
と
、
覗
く
こ
と
、
幻
視
が

重
な
り
合
っ
た
小
説
で
す
。
皆
さ
ん
筋
は
ご
存
知
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
出

だ
し
の
と
こ
ろ
に
ち
ょ
っ
と
気
を
付
け
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
う
い
う
ふ

う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
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�　

そ
れ
は
、
態わ

ざ

々わ
ざ

魚
津
へ
蜃し

ん

気き

楼ろ
う

を
見
に
出
掛
け
た
帰
り
途み

ち

で
あ
っ

た
。

　
　
　

�
江
戸
川
乱
歩
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」（「
新
青
年
」
一
九
二
九
年
六

月
、
春
陽
堂
版
探
偵
小
説
全
集
第
一
巻
『
江
戸
川
乱
歩
集
』
一
九

二
九
年
六
月
）

　
　

　

語
り
手
が
、
魚
津
と
い
う
場
所
に
蜃
気
楼
を
見
に
行
っ
た
と
い
う
こ
と

か
ら
始
ま
っ
て
、
蜃
気
楼
の
説
明
が
長
々
と
続
き
ま
す
。

　
　

�　

蜃
気
楼
と
は
、
乳ち

ち

色い
ろ

の
フ
ィ
ル
ム
の
表
面
に
墨ぼ

く
じ
ゅ
う汁
を
た
ら
し
て
、

そ
れ
が
自
然
に
ジ
ワ
ジ
ワ
と
に
じ
ん
で
行
く
の
を
、
途と

方ほ
う

も
な
く
巨

大
な
映
画
に
し
て
、
大
空
に
映
し
出
し
た
様
な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

　

乱
歩
は
こ
の
問
題
に
か
な
り
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
先
程
も
紹
介
し

ま
し
た
「
映
画
の
恐
怖
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
、
映
画
の
フ
ィ
ル
ム

に
火
が
つ
い
て
、
黒
い
も
の
が
ワ
ア
ー
ッ
と
広
が
る
と
い
う
恐
怖
を
語
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
女
優
の
顔
が
ア
ッ
プ
に
な
っ
た
時
に
、
一

点
ポ
ツ
ン
と
黒
い
穴
が
あ
い
て
、
ワ
ー
ッ
と
広
が
っ
て
い
く
。
何
て
怖
い

ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
彼
は
そ
れ
を
「
蜘
蛛
男
」

と
い
う
小
説
の
中
で
も
書
い
て
い
ま
す
。
蜘
蛛
男
と
い
う
犯
罪
者
が
、
女

優
に
危
害
を
加
え
よ
う
と
す
る
ん
で
す
が
、
ま
ず
そ
の
女
優
の
出
て
く
る

映
画
の
フ
ィ
ル
ム
の
顔
の
と
こ
ろ
に
赤
い
斑
点
を
付
け
る
ん
で
す
よ
。
そ

う
す
る
と
映
画
を
見
て
い
る
人
は
、
だ
ん
だ
ん
そ
の
顔
中
が
血
だ
ら
け
に

な
っ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
う
い
う
恐
ろ
し
い
シ
ー
ン
が
あ
る
ん
で

す
。
フ
ィ
ル
ム
に
何
か
を
付
け
る
と
ワ
ー
ッ
と
広
が
る
っ
て
こ
と
に
乱
歩

は
こ
だ
わ
っ
て
い
て
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
、「
蜃
気
楼
と
は
、
乳ち

ち

色い
ろ

の
フ
ィ
ル
ム
の
表
面
に
墨ぼ

く
じ
ゅ
う汁
を
た
ら
し
て
、
そ
れ
が
自
然
に
ジ
ワ
ジ
ワ
と

に
じ
ん
で
行
く
の
を
、途と

方ほ
う

も
な
く
巨
大
な
映
画
に
し
て
」
と
い
う
の
も
、

そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　
　

�　

遥は
る

か
な
能の

登と

半
島
の
森
林
が
喰く

い

違ち
が

っ
た
大
気
の
変
形
レ
ン
ズ
を
通

し
て
、
す
ぐ
目
の
前
の
大
空
に
、
焦
点
の
よ
く
合
わ
ぬ
顕け

ん

微び

鏡き
ょ
うの
下

の
黒
い
虫
み
た
い
に
、
曖あ

い

昧ま
い

に
、
し
か
も
馬
鹿
馬
鹿
し
く
拡
大
さ
れ

て
、
見
る
者
の
頭
上
に
お
し
か
ぶ
さ
っ
て
来
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」

　

乳
色
の
フ
ィ
ル
ム
と
か
映
画
と
か
、
変
形
レ
ン
ズ
と
か
顕
微
鏡
と
か
、

レ
ン
ズ
を
使
っ
た
も
の
、
覗
く
も
の
。
そ
う
い
う
も
の
で
蜃
気
楼
の
問
題

を
最
初
に
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
の
出
だ
し
な

ん
で
す
ね
。

　

そ
の
主
人
公
の
語
り
手
が
、
た
ま
た
ま
電
車
の
中
で
、
大
事
な
絵
の
よ
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う
な
も
の
を
抱
え
て
い
る
変
な
男
に
出
会
っ
た
。
そ
れ
が
ち
ょ
っ
と
気
味

が
悪
い
の
で
、
い
っ
た
い
そ
れ
は
何
で
す
か
と
聞
く
と
、
そ
の
男
が
、
よ

く
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
。
実
は
私
の
兄
の
こ
と
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
と

言
っ
て
話
し
は
じ
め
た
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、
お
兄
さ
ん
が
浅
草
の
凌
雲
閣
、
通
称
「
十
二
階
」
と

言
わ
れ
た
凌
雲
閣
へ
登
っ
て
、
遠
眼
鏡
で
遠
く
を
覗
い
た
と
こ
ろ
、
す
ば

ら
し
い
女
性
の
姿
が
見
え
た
。
そ
の
女
性
に
一
目
惚
れ
し
て
、
お
兄
さ
ん

は
気
が
お
か
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
う
し
て
も
そ
の
女
性
に
会
い
た
い

と
言
っ
て
探
し
出
し
た
ら
、
そ
れ
が
、
覗
き
か
ら
く
り
の
中
に
置
か
れ
て

い
た
、
八
百
屋
お
七
の
顔
だ
っ
た
。

　

こ
れ
、
二
重
の
覗
き
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
ま
ず
「
十
二
階
」
か
ら

遠
眼
鏡
で
、
両
眼
で
眺
め
て
い
る
。
そ
う
し
た
ら
女
の
顔
が
見
え
た
。
女

を
探
し
た
ら
、見
世
物
の
覗
き
か
ら
く
り
の
中
に
い
た
。
こ
の
文
学
館
で
、

こ
の
あ
と
覗
き
か
ら
く
り
の
展
示
を
す
る
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
小

説
で
は
、
覗
き
か
ら
く
り
の
装
置
の
上
の
と
こ
ろ
が
開
い
て
い
て
、
女
の

顔
が
見
え
た
の
を
、
た
ま
た
ま
望
遠
鏡
で
見
つ
け
た
と
い
う
話
に
な
っ
て

い
る
。
だ
か
ら
二
重
の
覗
き
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

　

こ
れ
は
押
絵
の
中
に
い
る
八
百
屋
お
七
の
人
形
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
最
後
に
お
兄
さ
ん
が
、
弟
に
遠
眼
鏡
を
逆
さ
ま
に
し
て
自
分
を
見
ろ

と
言
う
。
望
遠
鏡
を
普
通
に
覗
く
と
大
き
く
な
る
け
れ
ど
、
逆
に
す
る
と

小
さ
く
な
る
。
そ
れ
で
、
お
兄
さ
ん
の
姿
が
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
っ
て
、

押
絵
の
中
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
話
に
な
っ
て
い
る
。「
押

絵
と
旅
す
る
男
」
と
い
う
の
は
、
最
後
の
部
分
が
有
名
で
す
け
れ
ど
も
、

実
は
覗
く
、
レ
ン
ズ
と
い
う
問
題
が
、
縦
横
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
小

説
な
ん
で
す
。

　

こ
う
い
う
小
説
を
、乱
歩
は
た
く
さ
ん
書
い
た
。「
目
羅
博
士
」だ
と
か
、

「
化
人
幻
戯
」
と
い
う
の
も
書
い
て
い
ま
す
。

　
　
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
―
―
レ
ン
ズ
狂
の
夢
想

　

そ
の
乱
歩
が
た
い
へ
ん
力
を
入
れ
て
書
い
た
の
が
、「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇

譚
」。
こ
れ
は
、「
新
青
年
」
の
一
九
二
六
（
大
正
十
五
）
年
十
月
号
か
ら

一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
四
月
号
に
、
五
回
連
載
し
た
ん
で
す
ね
。
こ
の

間
、
二
回
休
載
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
ち
な
み
に
こ
の
時
の
編
集
長
は
横

溝
正
史
で
す
。
こ
の
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
の
最
終
回
と
同
じ
号
に
、
朔

太
郎
が
「
死
な
な
い
蛸
」
と
い
う
詩
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

　
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
と
い
う
の
は
、
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の

「
ラ
ン
ダ
ー
の
別
荘
」と
か「
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
地
所
」と
い
う
短
編
小
説
、

金
持
ち
が
金
に
飽
か
し
て
自
分
の
理
想
郷
を
作
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す

け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
い
る
。

　

そ
れ
か
ら
谷
崎
潤
一
郎
が
「
金
色
の
死
」
と
い
う
問
題
小
説
を
書
い
て

い
ま
す
。
莫
大
な
遺
産
を
相
続
し
た
男
が
、
何
万
坪
の
土
地
を
買
っ
て
、
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こ
こ
に
理
想
郷
を
作
っ
て
、
最
後
に
全
身
に
金
箔
を
塗
っ
て
死
ん
で
し
ま

う
と
い
う
話
で
す
。
谷
崎
は
自
分
で
書
い
た
こ
の
「
金
色
の
死
」
と
い
う

短
編
小
説
を
全
集
に
入
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
自
分
で
排
除
し
て
い
る
。

三
島
由
紀
夫
が
こ
の
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
三
島
は
一
九
七
〇

（
昭
和
四
十
五
）
年
の
十
一
月
二
十
五
日
に
自
決
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

同
じ
年
の
四
月
に
新
潮
社
か
ら
『
谷
崎
潤
一
郎
集
』〈
新
潮
日
本
文
学
６
〉

と
い
う
の
が
出
て
、
そ
の
解
説
を
三
島
が
書
い
て
い
る
。
三
島
由
紀
夫
の

最
後
の
文
章
だ
と
言
っ
て
も
い
い
。
つ
ま
り
自
殺
す
る
こ
と
を
決
意
し
て

い
た
時
の
文
章
な
ん
で
す
ね
。
自
分
の
体
を
美
し
く
鍛
え
上
げ
た
男
が
金

箔
を
塗
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
な
ぜ
谷
崎
は
自
分
で
そ
れ
を
書
い
て
お
き

な
が
ら
嫌
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
、
谷
崎
と
三

島
の
違
い
を
論
じ
て
い
る
。
ち
ょ
っ
と
ぼ
く
の
宣
伝
を
し
ま
す
と
、〈
ち

く
ま
学
芸
文
庫
〉
に
入
っ
て
い
る
『
肉
体
の
迷
宮
』
と
い
う
著
書
が
あ
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
三
島
と
谷
崎
の
問
題
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
。�

　

江
戸
川
乱
歩
は
で
す
ね
、
谷
崎
の
影
響
を
非
常
に
強
く
受
け
て
い
る
。

ポ
ー
の
「
ラ
ン
ダ
ー
の
別
荘
」
と
か
「
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
地
所
」、
そ
れ

か
ら
谷
崎
の
「
金
色
の
死
」
あ
た
り
が
お
そ
ら
く
念
頭
に
あ
っ
た
ん
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
、「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」（
あ
る
い
は
「
奇
談
」）

を
書
い
た
。

　

こ
れ
は
た
い
へ
ん
長
い
話
で
す
。あ
る
瓜
二
つ
の
男
が
い
る
ん
で
す
ね
。

ひ
と
り
は
売
れ
な
い
も
の
書
き
に
な
っ
て
、
も
う
一
人
は
大
金
持
ち
、
大

実
業
家
に
な
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
実
業
家
の
方
が
死
ん
で
し
ま
う
。

そ
の
売
れ
な
い
も
の
書
き
が
、
大
実
業
家
の
墓
を
掘
り
出
す
形
で
そ
の
死

体
を
始
末
し
て
、
実
業
家
が
生
き
返
っ
た
よ
う
な
ふ
り
を
し
て
ふ
ら
ふ
ら

と
現
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
死
ん
だ
男
に
な
り
代
わ
っ
て
、
莫
大
な
財

産
を
使
っ
て
事
業
そ
っ
ち
の
け
で
あ
る
島
を
買
い
込
ん
で
、
そ
こ
を
自
分

の
理
想
郷
に
し
よ
う
と
す
る
話
。
そ
れ
を
パ
ノ
ラ
マ
島
と
彼
は
呼
ん
だ
わ

け
で
す
。
乱
歩
自
身
の
言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
彼
の
「
レ
ン
ズ
嗜
好
症
」、

あ
る
い
は
「
レ
ン
ズ
狂
」
が
、
つ
い
に
島
全
体
を
一
つ
の
パ
ノ
ラ
マ
に
す

る
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
大
金
持
ち
に
な
り
代

わ
っ
た
男
が
、
奥
さ
ん
に
パ
ノ
ラ
マ
島
を
案
内
す
る
シ
ー
ン
が
あ
り
ま

す
。
奥
さ
ん
は
な
ん
と
な
く
不
思
議
で
疑
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

ち
ょ
っ
と
だ
け
読
み
ま
す
ね
。

　
　

�　

お
前
は
パ
ノ
ラ
マ
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
日
本

で
は
私
が
ま
だ
小
学
生
の
時
分
に
非
常
に
流
行
し
た
一
つ
の
見
世
物

な
の
だ
。見
物
は
先
ず
細
い
真
暗
な
通
路
を
通
ら
な
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
れ
を
出
離
れ
て
パ
ッ
と
眼
界
が
開
け
る
と
、
そ
こ
に
一
つ

の
世
界
が
あ
る
の
だ
。
今
ま
で
見
物
達
が
生
活
し
て
い
た
の
と
は
全

く
別
な
、
一
つ
の
完
全
な
世
界
が
、
目
も
遥
か
に
打
続
い
て
い
る
の

だ
。

　
　
　
（
中
略
）
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�　

パ
ノ
ラ
マ
館
の
外
に
は
確
か
に
日
頃
見
慣
れ
た
市
街
が
あ
っ
た
。

そ
れ
が
パ
ノ
ラ
マ
館
の
中
で
は
、
ど
の
方
角
を
見
渡
し
て
も
影
さ
え

な
く
、
満
州
の
平
野
が
遥
か
地
平
線
の
彼
方
ま
で
打
続
い
て
い
る
の

だ
。

　
　
　

��

江
戸
川
乱
歩
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」（「
新
青
年
」
一
九
二
六
年
十

月
・
十
一
月
・
一
九
二
七
年
一
月
・
二
月
・
四
月
、
創
作
探
偵
小

説
集
第
七
巻
『
一
寸
法
師
』
一
九
二
七
年
三
月
）

　

ま
あ
そ
う
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
。

　
　

�　

私
は
い
つ
か
、
こ
の
パ
ノ
ラ
マ
を
発
明
し
た
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人

の
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
少
く
と
も

最
初
発
明
し
た
人
の
意
図
は
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
一
つ
の
新
し
い

世
界
を
創
造
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
ら
し
い
。
丁
度
小
説
家
が
紙
の
上

に
、
俳
優
が
舞
台
の
上
に
、
夫
々
一
つ
の
世
界
を
作
り
出
そ
う
と
す

る
様
に
、
彼
も
亦
、
彼
独
特
の
科
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
あ
の
小

さ
な
建
物
の
中
に
、
広こ

う

漠ば
く

た
る
別
世
界
を
創
作
し
よ
う
と
試
み
た
も

の
に
相
違
な
い
の
だ
。

「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」

　

乱
歩
は
、
最
初
は
片
目
で
覗
く
と
い
う
こ
と
か
ら
始
め
て
、
レ
ン
ズ
を

介
在
し
て
色
ん
な
小
説
を
書
い
て
、
そ
し
て
つ
い
に
島
全
体
を
パ
ノ
ラ
マ

に
化
す
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
小
説
を
書
き
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ

る
窃
視
、
覗
き
見
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
島
全
体
が
レ
ン
ズ
狂
の
、

最
後
の
夢
想
の
よ
う
な
形
で
描
か
れ
た
も
の
で
す
。

　
　
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
と
「
死
な
な
い
蛸
」

　

こ
の
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
を
、
萩
原
朔
太
郎
が
本
当
に
高
く
買
っ
て

く
れ
た
と
い
う
の
で
、
乱
歩
は
喜
ん
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
ま

す
。

　
　

�　

私
は
か
ね
て
こ
の
著
名
の
詩
人
を
、大
い
に
尊
敬
し
て
い
た
の
で
、

同
氏
の
方
か
ら
先
に
私
の
家
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
に
は
恐
縮
を
感
じ

た
が
、
こ
の
詩
人
は
少
し
も
気
取
ら
な
い
書
生
流
儀
で
、
私
を
気
の

合
い
そ
う
な
遊
び
友
達
と
し
て
、選
ん
で
く
れ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

萩
原
氏
は
ポ
ー
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
ワ
イ
ル
ド
系
統
の
作
品
を
愛
し
、

そ
の
点
で
は
話
が
合
う
の
だ
が
、
彼
は
酒
好
き
、
私
は
当
時
殆
ん
ど

飲
め
な
か
っ
た
の
で
、
そ
こ
が
ど
う
も
う
ま
く
行
か
な
か
っ
た
。
現

在
な
ら
も
う
少
し
お
つ
き
合
い
で
き
た
の
に
と
、
惜
し
ま
れ
る
。

　
　
　

��

江
戸
川
乱
歩
「
萩
原
朔
太
郎
と
稲
垣
足
穂
」（「
宝
石
」
一
九
五
一

年
九
月
、『
探
偵
小
説
四
十
年
』
一
九
六
一
年
七
月
）
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こ
の
よ
う
な
述
懐
を
乱
歩
が
残
し
て
い
ま
す
。
二
人
で
浅
草
に
行
っ
て

木
馬
に
乗
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
乱
歩
は
こ

う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
る
。

　　
　

�　

萩
原
氏
は
私
の
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
談
」
を
案
外
高
く
買
っ
て
い
て
、

「
あ
れ
は
い
い
、
あ
れ
は
い
い
」
と
い
っ
て
ほ
め
て
く
れ
た
。
私
が

萩
原
氏
の
詩
と
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
以
外
で
は
、「
死
な
な
い
蛸た

こ

」
と
「
猫

町
」
と
を
最
も
愛
す
る
こ
と
は
、
別
の
随
筆
に
も
書
い
た
通
り
で
あ

る
が
、
そ
の
時
に
は
ま
だ
「
猫
町
」
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
。
そ
れ

以
来
、
萩
原
氏
は
著
書
を
出
す
度
に
、
贈
っ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
り
、

自
装
の
「
青
猫
」
や
「
猫
町
」
や
数
々
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
を
、
私
は

愛
読
し
た
も
の
で
あ
る
。

　「
萩
原
朔
太
郎
と
稲
垣
足
穂
」

　　

こ
こ
で
は
「
奇
談
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
ね
。
ま
あ
こ
れ
は

有
名
な
箇
所
で
す
け
れ
ど
も
、「
死
な
な
い
蛸
」
と
い
う
の
が
し
ば
し
ば

乱
歩
の
文
章
の
中
に
出
て
く
る
。
乱
歩
自
身
が
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
の

最
終
回
を
掲
載
し
た
雑
誌
に
出
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、「
死
な
な

い
蛸
」
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
と
、
全
部
を
紹
介
す
る
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、
水
族
館
の
中
に
蛸
が
飼
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
だ

ん
だ
ん
自
分
の
足
を
食
い
始
め
て
で
す
ね
、
つ
い
に
は
胴
を
裏
返
し
て
胃

袋
を
食
べ
た
り
、
蛸
自
身
が
自
分
の
体
を
食
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

　
　

�　

か
く
し
て
蛸
は
、
彼
の
身
体
全
体
を
食
ひ
つ
く
し
て
し
ま
つ
た
。

外
皮
か
ら
、
脳
髄
か
ら
、
胃
袋
か
ら
。
ど
こ
も
か
し
こ
も
、
す
べ
て

残
る
隈
な
く
。
完
全
に
。

　
　
（
中
略
）

　
　

�　

け
れ
ど
も
蛸
は
死
な
な
か
つ
た
。
彼
が
消
え
て
し
ま
つ
た
後
で
す

ら
も
、
尚
ほ
且
つ
永
遠
に
そ
こ
に

5

5

5

生
き
て
ゐ
た
。
古
ぼ
け
た
、
空
つ

ぽ
の
、
忘
れ
ら
れ
た
水
族
館
の
槽
の
中
で
。
永
遠
に
―
―
お
そ
ら
く

は
幾
世
紀
の
間
を
通
じ
て
―
―
或
る
物
す
ご
い
欠
乏
と
不
満
を
も
つ

た
、
人
の
目
に
見
え
な
い
動
物
が
生
き
て
居
た
。

　
　
　

��

萩
原
朔
太
郎「
死
な
な
い
蛸
」（「
新
青
年
」一
九
二
七
年
四
月
、『
宿

命
』
一
九
三
九
年
九
月
）

と
い
う
、
奇
妙
な
自
己
消
滅
を
扱
っ
た
散
文
詩
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
朔

太
郎
は
同
じ
雑
誌
で
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
を
読
み
な
が
ら
、
こ
れ
を
書

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
の

主
人
公
が
、
自
分
の
偽
の
奥
さ
ん
、
つ
ま
り
自
分
が
な
り
変
わ
っ
た
人

物
の
奥
さ
ん
を
、
パ
ノ
ラ
マ
島
に
連
れ
て
行
っ
て
案
内
す
る
場
面
が
あ

る
。
ガ
ラ
ス
の
ト
ン
ネ
ル
が
延
々
と
海
底
の
中
を
通
る
シ
ー
ン
が
あ
っ

て
、
そ
の
ガ
ラ
ス
の
ト
ン
ネ
ル
か
ら
海
の
底
の
い
ろ
ん
な
生
物
が
、
グ
ロ
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テ
ス
ク
に
蠢
い
て
い
る
シ
ー
ン
が
長
々
と
描
か
れ
て
い
ま
す
。
朔
太
郎
は

ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
の
あ
た
り
を
ち
ょ
っ
と
当
て
こ
す
っ
た
と
い
う
か
、

ア
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
言
い
ま
す
け
れ
ど
、
意
識
し
て
書
い
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
水
族
館
、
ガ
ラ
ス
と
い
う
媒
介
物
が
あ
る
こ
と

は
共
通
で
す
。

　

こ
の
自
己
消
滅
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
文
学
史
の
中
で
何
人
か
が
使
っ
て

い
て
、
比
較
的
最
近
で
は
、
安
部
公
房
が
「
赤
い
繭
」
と
い
う
の
を
書
い

て
い
ま
す
。
あ
る
男
が
歩
い
て
い
る
と
、自
分
の
体
か
ら
糸
が
出
て
き
て
、

糸
が
だ
ん
だ
ん
ほ
つ
れ
て
い
く
。
何
だ
ろ
う
と
思
っ
て
足
の
あ
た
り
の
糸

を
手
繰
り
寄
せ
て
い
く
と
、ど
ん
ど
ん
自
分
の
体
が
な
く
な
っ
て
い
っ
て
、

最
後
に
全
部
自
分
の
体
が
糸
に
な
っ
て
、
繭
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の

男
は
家
が
な
く
て
家
を
欲
し
が
っ
て
い
た
男
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
後

に
繭
と
い
う
家
が
で
き
た
時
に
は
自
分
が
い
な
か
っ
た
と
、
そ
う
い
う
自

己
消
滅
の
小
説
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
ち
ょ
っ
と
モ
チ
ー
フ
が
違
い
ま

す
け
れ
ど
も
、朔
太
郎
の
場
合
に
は
、「
物
す
ご
い
欠
乏
と
不
満
を
も
つ
た
、

人
の
目
に
見
え
な
い
動
物
が
生
き
て
居
た
」
と
い
う
、
気
味
の
悪
い
終
り

方
を
し
て
い
ま
す
。

　
　

朔
太
郎
エ
ッ
セ
イ
「
探
偵
小
説
に
就
い
て
」

　

先
程
紹
介
し
ま
し
た
が
、
朔
太
郎
は
乱
歩
の
『
心
理
試
験
』
と
い
う
小

説
集
を
読
ん
で
、「
探
偵
小
説
に
就
い
て
」
と
い
う
、
よ
く
引
き
合
い
に

出
さ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
朔
太
郎
は
、

　
　

�　

江
戸
川
乱
歩
氏
の
「
心
理
試
験
」
を
買
つ
て
よ
ん
だ
。
も
ち
ろ
ん

相
当
に
面
白
か
つ
た
。
し
か
し
有
名
な
「
二
銭
銅
貨
」
や
「
心
理
試

験
」
は
、
私
に
は
あ
ま
り
感
服
で
き
な
か
つ
た
。
日
本
人
の
文
学
と

し
て
は
、
成
程
珍
ら
し
い
も
の
で
あ
る
か
知
れ
な
い
。
し
か
し
要
す

る
に
「
型
に
は
ま
つ
た
探
偵
小
説
」
ぢ
や
な
い
か
。

　
　
　

��

萩
原
朔
太
郎
「
探
偵
小
説
に
就
い
て
」（「
探
偵
趣
味
」
一
九
二
六

年
六
月
）

　

と
書
い
て
い
る
。「
心
理
試
験
」
と
「
二
銭
銅
貨
」
と
い
う
の
は
非
常

に
頭
脳
的
に
推
理
し
て
い
く
小
説
で
す
ね
。こ
れ
を
朔
太
郎
は
、好
き
じ
ゃ

な
い
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
こ
ん
な
の
は
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
が
や
っ
て

い
る
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

　
　

�　

最
近
「
人
間
椅
子
」
を
読
ん
で
嬉
し
く
な
つ
た
。「
人
間
椅
子
」
は

よ
く
書
け
て
ゐ
る
。
実
際
、
こ
れ
位
に
面
白
く
読
ん
だ
も
の
は
近
頃

無
か
つ
た
。

　
　
「
探
偵
小
説
に
就
い
て
」
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「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
へ
の
言
及
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を

書
い
た
同
じ
年
に
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
が
発
表
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
こ
れ
を
書
い
た
時
に
は
読
ん
で
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
ま

す
ね
。
そ
の
後
も
朔
太
郎
は
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
に
は
言
及
し
て
い
ま

せ
ん
。
そ
れ
か
ら
、
朔
太
郎
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
主
張
し
て
い
ま
す
。

　
　

�　

推
理
だ
け
の
、
ト
リ
ツ
ク
だ
け
の
、
機
智
だ
け
の
、
公
式
だ
け
の

小
説
は
、
も
は
や
そ
の
乾
燥
無
味
に
耐
へ
な
く
な
つ
た
。
我
々
は
次

の
時
代
の
要
求
し
て
ゐ
る
、
次
に
生
れ
る
べ
き
新
し
い
文
学
を
熱
望

し
て
ゐ
る
。「
未
知
に
対
す
る
冒
険
」
！　

こ
れ
が
探
偵
小
説
の
広

義
な
解
釈
に
お
け
る
本
質
で
あ
る
。

「
探
偵
小
説
に
就
い
て
」

　

未
知
に
対
す
る
冒
険
が
な
く
て
は
だ
め
だ
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
朔

太
郎
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
罪
と
罰
』
を
取
り
上
げ
て
、
犯
罪
者
の

変
態
心
理
を
描
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
い
い
。
変
態
心
理
の
描
述
こ
そ
あ
る

べ
き
探
偵
小
説
の
姿
で
あ
る
と
、
そ
う
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
ん
で
す

よ
。「
変
態
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
変
態
」
と
い
う
言
葉
を
、
日
本
文
学
史
の
中
で
い
っ
た
い
誰
が

最
初
に
使
っ
た
の
か
、
私
は
ち
ょ
っ
と
調
べ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は

森
鷗
外
な
ん
で
す
。
森
鷗
外
の
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
の
中
に
出
て

く
る
。
彼
は
ド
イ
ツ
語
だ
と
か
外
国
語
が
よ
く
で
き
て
、
イ
タ
リ
ア
の
ロ

ン
ブ
ロ
ー
ゾ
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
、
サ
デ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て

書
い
た
ク
ラ
フ
ト
＝
エ
ビ
ン
グ
だ
と
か
、
全
部
読
ん
で
い
る
ん
で
す
ね
。

そ
の
中
の
何
か
の
言
葉
を
日
本
語
に
翻
訳
し
て
「
変
態
」
と
い
う
言
葉
を

作
り
出
し
た
。

　

探
偵
小
説
の
分
野
で
は
本
格
変
格
論
争
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
江
戸
川

乱
歩
は
変
格
小
説
の
旗
手
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
不
思
議
な
こ
と
に
乱

歩
自
身
は
「
変
格
」
と
い
う
言
葉
を
た
い
へ
ん
嫌
い
ま
し
た
。
乱
歩
は
の

ち
に
「
探
偵
小
説
純
文
学
論
を
評
す
」
と
い
う
の
を
書
い
て
い
ま
す
け
れ

ど
も
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　
　

�　

私
の
過
去
の
作
品
で
云
え
ば
、「
人
間
椅
子
」「
鏡
地
獄
」
な
ど
は
、

変
格
と
云
わ
な
い
で
、
怪
奇
小
説
と
名
づ
け
て
貰
い
た
い
し
、「
押

絵
と
旅
す
る
男
」「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
談
」
な
ど
は
幻
想
小
説
、「
蟲
」

な
ど
は
犯
罪
小
説
と
呼
ん
で
貰
い
た
い
。

　
　
　

��

江
戸
川
乱
歩
「
探
偵
小
説
純
文
学
論
を
評
す
」（「
宝
石
」
一
九
五

〇
年
五
月
、『
幻
影
城
』
一
九
五
一
年
五
月
）

　

変
格
本
格
論
争
と
い
う
の
は
、
日
本
探
偵
小
説
史
上
た
い
へ
ん
有
名
な

論
争
で
す
が
、乱
歩
自
身
は
変
格
と
い
う
言
葉
を
と
て
も
嫌
っ
た
ん
で
す
。

し
か
し
朔
太
郎
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
だ
い
た
い
が
変
格
小
説
の
賞
揚
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で
す
ね
。
彼
は
変
格
小
説
の
方
を
高
く
買
っ
て
い
る
。

　
　
探
偵
と
犯
罪

　

こ
こ
か
ら
朔
太
郎
の
話
で
す
。
朔
太
郎
と
い
う
人
は
、
探
偵
と
か
犯
罪

と
い
う
問
題
に
非
常
に
親
和
性
を
持
っ
て
い
た
詩
人
で
す
。
彼
が
、「
上

毛
新
聞
」
に
一
九
一
五
（
大
正
四
）
年
に
発
表
し
た
、
た
い
へ
ん
お
も
し

ろ
い
「
所
感
断
片
」
と
い
う
文
章
に
は
、こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
。

　
　
　

掏
摸
と
い
ふ
人
種
は
何
時
で
も
霊
性
を
帯
び
て
居
る
。（
中
略
）

　
　

�　

彼
の
犯
罪
は
明
ら
か
に
霊
智
の
閃
光
で
あ
つ
て
、
同
時
に
繊
微
な

る
感
触
の
ト
レ
モ
ロ
で
あ
る
。

　
　
　
（
中
略
）

　
　

�　

地
上
に
於
て
最
も
貴
族
的
な
る
職
業
は
探
偵
で
あ
る
。
彼
の
武
器

は
鋭
利
な
る
観
察
と
推
理
と
直
覚
と
磨
か
れ
た
る
ピ
ス
ト
ル
で
あ

る
。

　
　
　
（
中
略
）

　
　

�　

犯
罪
が
秘
密
性
を
帯
び
て
来
れ
ば
来
る
程
彼
の
冥
想
は
芸
術
的
と

な
り
、
犯
罪
が
危
険
性
を
所
有
す
れ
ば
す
る
程
彼
の
ピ
ス
ト
ル
は
光

つ
て
来
る
。
探
偵
そ
れ
自
身
が
光
輝
体
と
な
つ
て
来
る
。

　
　
　

萩
原
朔
太
郎「
所
感
断
片
」（「
上
毛
新
聞
」一
九
一
五
年
一
月
一
日
）

　

探
偵
と
ピ
ス
ト
ル
と
い
う
つ
な
が
り
が
起
き
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
犯
罪

と
ピ
ス
ト
ル
で
す
ね
。「
掏す

摸り

」
と
い
う
言
葉
も
出
て
く
る
。
ま
あ
長
々

と
犯
罪
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
続
く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
一
九
一
五

（
大
正
四
）
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
私
の
直
観
と
い
う
か
思
い

つ
き
で
す
け
れ
ど
も
、
朔
太
郎
は
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
夏
目
漱
石
の
「
吾

輩
は
猫
で
あ
る
」
を
意
識
し
て
、
逆
の
こ
と
を
書
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な

と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
よ
。
主
人
公
が
、
探
偵
を
ク
ソ
ミ
ソ
に
悪
く
言

う
箇
所
が
あ
る
ん
で
す
。
探
偵
と
い
う
言
葉
が
流
行
り
始
め
た
時
期
の
こ

と
で
、
い
ろ
ん
な
友
人
が
来
て
、
主
人
公
が
い
ろ
ん
な
意
見
を
言
う
ん
で

す
が
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

　
　

�　
「
不
用
意
の
際
に
人
の
懐
中
を
抜
く
の
が
ス
リ
で
、
不
用
意
の
際

に
人
の
胸
中
を
釣
る
の
が
探
偵
だ
。
知
ら
ぬ
間
に
雨
戸
を
外
し
て
人

の
所
有
品
を
偸ぬ

す

む
の
が
泥
棒
で
、
知
ら
ぬ
間
に
口
を
滑す

べ

ら
し
て
人
の

心
を
読
む
の
が
探
偵
だ
。
ダ
ン
ビ
ラ
を
畳
の
上
へ
刺
し
て
無
理
に
人

の
金
銭
を
着
服
す
る
の
が
強
盗
で
、
お
ど
し
文
句
を
い
や
に
並
べ
て

人
の
意
志
を
強し

ふ
る
の
が
探
偵
だ
。だ
か
ら
探
偵
と
い
う
奴
は
ス
リ
、

泥
棒
、
強
盗
の
一
族
で
到
底
人
の
風
上
に
置
け
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
ん
な
奴
の
云
ふ
事
を
聞
く
と
癖
に
な
る
。
決
し
て
負
け
る
な
」

　
　
　

��

夏
目
漱
石
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
一
九
〇
六
年

八
月
、　
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
下　

一
九
〇
七
年
五
月
）
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そ
う
い
う
箇
所
が
あ
る
ん
で
す
よ（
笑
）。
朔
太
郎
の
エ
ッ
セ
イ
は
ち
ょ

う
ど
そ
の
逆
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
掏
摸
、
探
偵
、
泥
棒
、
強
盗

を
持
ち
上
げ
て
。
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」

く
ら
い
は
読
ん
で
い
て
意
識
し
た
可
能
性
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う

気
が
し
ま
す
。

　
　「
殺
人
事
件
」

　

お
手
元
に
朔
太
郎
の
詩
を
五
篇
コ
ピ
ー
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
朔
太

郎
は
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
処
女
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
を
出
し
ま

し
た
。
ち
な
み
に
こ
の
年
は
、
佐
藤
春
夫
が
「
田
園
の
憂
鬱
」
の
第
一
稿

を「
病
め
る
薔
薇
」と
し
て
創
案
し
た
年
で
す
。
佐
藤
春
夫
の
有
名
な「
田

園
の
憂
鬱
」
の
原
案
が
書
か
れ
た
同
じ
年
に
、朔
太
郎
は
『
月
に
吠
え
る
』

と
い
う
詩
集
を
出
し
た
わ
け
で
す
。

　

朔
太
郎
の
評
論
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
ん
で
す
が
、
必
ず
取
り
上
げ
ら
れ

る
『
月
に
吠
え
る
』
の
中
の
「
殺
人
事
件
」
と
い
う
詩
か
ら
、
具
体
的
に

朔
太
郎
の
問
題
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み

ま
し
ょ
う
。

　
　
　

殺
人
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
朔
太
郎

と
ほ
い
空
で
ぴ
す
と
る
が
鳴
る
。

ま
た
ぴ
す
と
る
が
鳴
る
。

あ
あ
私
の
探
偵
は
玻
璃
の
衣
装
を
き
て
、

こ
ひ
び
と
の
窓
か
ら
し
の
び
こ
む
、

床
は
晶
玉
、

ゆ
び
と
ゆ
び
と
の
あ
ひ
だ
か
ら
、

ま
つ
さ
を
の
血
が
な
が
れ
て
ゐ
る
、

か
な
し
い
女
の
屍
体
の
う
へ
で
、

つ
め
た
い
き
り
ぎ
り
す
が
鳴
い
て
ゐ
る
。

し
も
つ
き
上は

じ
め旬
の
あ
る
朝
、

探
偵
は
玻
璃
の
衣
装
を
き
て
、

街
の
十よ

字つ

巷つ

路じ

を
曲
つ
た
。

十
字
巷
路
に
秋
の
ふ
ん
す
ゐ
。

は
や
ひ
と
り
探
偵
は
う
れ
ひ
を
か
ん
ず
。

み
よ
、
遠
い
さ
び
し
い
大
理
石
の
歩
道
を
、

曲く
せ

者も
の

は
い
つ
さ
ん
に
す
べ
つ
て
ゆ
く
。

　
　
　

��「
地
上
巡
礼
」
一
九
一
四
年
九
月
、『
月
に
吠
え
る
』
一
九
一
七
年
二
月

18 ●



　

ピ
ス
ト
ル
が
出
て
き
ま
し
た
ね
。
遠
い
所
で
ピ
ス
ト
ル
が
鳴
っ
た
音
が

聞
こ
え
た
わ
け
で
す
。「
玻
璃
」
っ
て
ガ
ラ
ス
、
水
晶
で
す
よ
ね
。
そ
ん

な
衣
装
を
着
て
い
る
探
偵
が
い
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、「
玻

璃
の
衣
装
を
き
て
、
／
こ
ひ
び
と
の
窓
か
ら
し
の
び
こ
む
、」。
つ
ま
り
恋

人
の
部
屋
で
ピ
ス
ト
ル
が
鳴
っ
た
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
探
偵
が
窓
か
ら

し
の
び
こ
ん
だ
ら
、「
床
は
晶
玉
、
／
ゆ
び
と
ゆ
び
と
の
あ
ひ
だ
か
ら
、」、

女
の
で
す
ね
。「
ま
つ
さ
を
の
血
が
な
が
れ
て
ゐ
る
、」。
も
う
女
は
死
ん

で
い
ま
す
。「
か
な
し
い
女
の
屍
体
の
う
へ
で
、
／
つ
め
た
い
き
り
ぎ
り

す
が
鳴
い
て
ゐ
る
。」。

　

第
二
連
は
、「
し
も
つ
き
上は

じ
め旬
の
あ
る
朝
、」。
し
も
つ
き
と
は
十
一
月

で
す
ね
。
こ
れ
も
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
最
初
は
十
一

月
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
キ
リ
ギ
リ
ス
と
は
も
う
ち
ょ
っ
と
夏
の
も
の

で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
時
間
的
に
合
わ
な
い
ん
で
す
。

　
「
探
偵
は
玻
璃
の
衣
装
を
き
て
、
／
街
の
十よ

字つ

巷つ

路じ

を
曲
つ
た
。」。
つ

ま
り
犯
人
を
追
い
か
け
る
つ
も
り
で
、
部
屋
か
ら
出
て
街
の
十
字
巷
路
を

追
い
か
け
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。「
十
字
巷
路
に
秋
の
ふ
ん
す
ゐ
。
／

は
や
ひ
と
り
探
偵
は
う
れ
ひ
を
か
ん
ず
。」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

て
、「
み
よ
、
遠
い
さ
び
し
い
大
理
石
の
歩
道
を
、
／
曲く

せ

者も
の

は
い
つ
さ
ん

に
す
べ
つ
て
ゆ
く
。」。
探
偵
と
曲
者
が
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

の
両
者
の
関
係
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
探
偵
が
ず
っ
と
追
い
か
け
て
い

た
の
が
、あ
た
か
も
曲
者
に
な
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
と
い
う
の
は
、

「
探
偵
は
玻
璃
の
衣
装
を
き
て
、
／
街
の
十よ

字つ

巷つ

路じ

を
曲
つ
た
」
と
書
い

て
あ
る
ん
で
す
。
曲
者
は
曲
が
る
者
と
書
き
ま
す
か
ら
、
女
を
殺
し
た
犯

人
、
つ
ま
り
曲
者
と
追
い
か
け
て
い
る
探
偵
が
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
い

る
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
形
で
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
、「
玻
璃
」

と
か
「
晶
玉
」
と
か
「
大
理
石
の
歩
道
」
と
か
、
ぴ
か
ぴ
か
光
る
光
り
物

が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
朔
太
郎
が
見
た
映
画

で
、
展
覧
会
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、『
Ｔ
組
』
や
『
プ
ロ

テ
ア
』、『
Ｔ
組
』
は
兇
賊
チ
グ
リ
ス
、『
プ
ロ
テ
ア
』
は
美
人
探
偵
プ
ロ

テ
ア
っ
て
い
う
、
体
に
ぴ
っ
た
り
し
た
黒
装
束
を
着
た
美
人
探
偵
が
出
て

く
る
映
画
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
影
響
だ
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
あ
い
ろ
ん
な
こ
と
が
言
え
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　
　

事
後
性
の
詩

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
事
件
が
起
き
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
詩
が

始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
種
村
季
弘
さ
ん
だ
っ
た
か
な
、

事
後
性
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

朔
太
郎
の
詩
は
全
般
的
に
、
事
後
性
の
詩
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　

精
神
病
理
学
者
の
木
村
敏
と
い
う
た
い
へ
ん
有
名
な
人
が
い
ま
す
。
今

は
ど
う
い
う
わ
け
か
精
神
分
裂
病
と
い
う
言
葉
は
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
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た
け
れ
ど
も
、
精
神
病
の
三
大
疾
病
は
、
精
神
分
裂
病
、
鬱
病
、
そ
れ
か

ら
て
ん
か
ん
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
ク
レ
ッ
チ
マ
ー
と
い
う
ド
イ

ツ
の
心
理
学
者
が
、分
裂
質
、躁
鬱
質
、て
ん
か
ん
質
と
い
う
分
類
を
作
っ

て
、
人
間
は
い
ず
れ
か
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
言
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ

が
精
神
病
理
学
の
基
礎
的
な
概
念
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
最
近
日
本
だ
け

精
神
分
裂
病
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
西
洋
で
は
未

だ
に
、Schizophrenia

（
ス
キ
ゾ
フ
レ
ニ
ア
）�

で
す
け
れ
ど
も
。Schizo

（
ス

キ
ゾ
）�

は
分
裂
す
る
、Phrenia
（
フ
レ
ニ
ア
）　

は
症
状
で
す
ね
。
日
本

だ
け
統
合
失
調
症
と
変
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ぼ
く
は
精
神
分
裂
病
と
書

こ
う
と
思
っ
た
ら
、
編
集
者
か
ら
「
や
め
て
く
だ
さ
い
。
統
合
失
調
症
と

書
い
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
こ
ん
な
言
語
統
制
し
て
い
る
の

は
日
本
だ
け
で
す
よ
。

　

話
が
ず
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
精
神
分
裂
病
と
言
う
と
、
ま
と
ま
っ
た
精

神
が
分
裂
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
統
合
失
調
症
と
は
も
と
も
と
ま
と
ま
っ

て
い
な
い
も
の
が
ま
と
ま
ろ
う
と
し
て
も
ま
と
ま
り
き
れ
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
方
向
が
逆
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。
だ
け
ど
心
が
ま
と
ま
っ
た
も

の
だ
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
あ
る
種
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
、
心
が
卵
み
た

い
だ
っ
て
い
う
大
前
提
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
そ
れ
が
バ
ラ
バ
ラ

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
ま
と
ま
り
き
ら
な
い
と
い
う
、
発
想
の

違
い
な
ん
で
す
ね
。
精
神
分
裂
病
と
い
う
言
葉
が
ち
ょ
っ
と
強
い
か
ら
な

ん
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
統
合
失
調
症
と
い
う
言
葉
に
な
り
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
ク
レ
ッ
チ
マ
ー
の
分
裂
質
と
い
う
言
い
方
は
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
な
と
思
っ
て
い
た
ら
、
た
ま
た
ま
放
送
大
学
の
テ
レ
ビ
を
見
て
い
ま

し
た
ら
、
統
合
失
調
質
と
言
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
（
笑
）。
統
合
失
調
質

は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

木
村
敏
だ
と
か
、
日
本
の
有
名
な
精
神
病
理
学
者
は
全
部
ク
レ
ッ
チ

マ
ー
の
概
念
を
使
っ
て
い
ま
す
。そ
の
木
村
敏
が
で
す
ね
、ク
レ
ッ
チ
マ
ー

が
人
間
の
精
神
病
理
学
的
な
性
質
を
三
つ
に
分
け
た
の
を
踏
襲
し
て
、
時

間
性
の
観
点
か
ら
そ
れ
を
分
類
し
直
し
て
い
る
。
分
裂
質
は
、ア
ン
テ
ィ
・

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
と
言
う
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
な
ん
で
す
け
れ
ど

も
、「
祭
り
の
前
」。
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
は
祭
り
、
ア
ン
テ
ィ
は
前
。
つ
ま
り

分
裂
気
質
の
人
は
「
祭
り
の
前
」
と
い
う
形
で
生
き
て
い
る
。
何
か
が
起

き
る
ぞ
、
こ
れ
か
ら
何
か
が
あ
る
ぞ
。
だ
い
た
い
新
興
宗
教
は
皆
そ
う
い

う
形
を
取
る
ん
で
す
よ
。
も
う
す
ぐ
世
界
が
破
滅
す
る
ぞ
と
か
、
大
地
震

が
起
き
る
ぞ
と
か
。
何
か
未
来
が
不
安
で
し
ょ
う
が
な
い
と
い
う
形
で
、

未
来
に
対
し
な
が
ら
生
き
る
の
が
分
裂
質
の
人
な
ん
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
躁
鬱
質
、
と
り
わ
け
鬱
の
人
。
鬱
の
人
は
ポ
ス
ト
・
フ
ェ
ス

ト
ゥ
ム
。「
祭
り
の
あ
と
」。
つ
ま
り
「
あ
と
の
祭
り
」。
と
ん
で
も
な
い

こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
あ
、
も
う
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。
過
去
は

あ
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
も
う
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
過
去
の
思
い
出
に
生
き
る
と
い
う
そ
れ
を
、ポ
ス
ト
・
フ
ェ

ス
ト
ゥ
ム
と
い
う
。
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そ
れ
で
、
イ
ン
ト
ラ
・
フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
と
い
う
の
は
「
祭
り
の
最
中
」。

お
祭
り
騒
ぎ
と
言
っ
て
も
い
い
。
こ
れ
が
て
ん
か
ん
質
。
ま
あ
話
す
と
長

く
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
木
村
敏
に
言
わ
せ
る
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は

て
ん
か
ん
質
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

記
述
の
中
に
そ
う
い
う
の
が
よ
く
出
て
き
ま
す
。

　

そ
の
木
村
敏
風
の
言
葉
を
使
う
と
、朔
太
郎
の
詩
と
い
う
の
は
ポ
ス
ト
・

フ
ェ
ス
ト
ゥ
ム
な
ん
で
す
よ
。
事
後
性
の
詩
で
、
既
に
女
が
殺
さ
れ
て
、

探
偵
だ
っ
た
り
犯
人
だ
っ
た
り
、分
裂
し
た
り
す
る
。
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

　
　
分
身
の
問
題

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
朔
太
郎
の
『
月
に
吠
え
る
』
は
、
あ
る
種
の

分
身
性
の
詩
集
だ
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
朔
太
郎
自
身
が

た
い
へ
ん
自
覚
的
に
述
べ
て
い
る
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
朔
太
郎
は
戌
年

で
す
。
戌
年
で
す
か
ら
、
犬
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
を
付

け
て
い
る
。�

　
　

�　

月
に
吠
え
る
犬
は
、
自
分
の
影
に
怪
し
み
恐
れ
て
吠
え
る
の
で
あ

る
。

萩
原
朔
太
郎
「
序
」（『
月
に
吠
え
る
』
一
九
一
七
年
二
月
）

　
『
月
に
吠
え
る
』
の
序
文
に
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
あ
る
。
つ
ま
り
犬
と
影

と
い
う
分
裂
し
た
言
葉
を
出
し
て
い
る
ん
で
す
。
朔
太
郎
は
非
常
に
自
覚

的
に
そ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

も
う
一
つ
、似
た
よ
う
な
も
の
を
見
ま
し
ょ
う
。「
干
か
ら
び
た
犯
罪
」。

こ
れ
も
そ
う
で
す
。

　

干
か
ら
び
た
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
朔
太
郎

ど
こ
か
ら
犯
人
は
逃
走
し
た
？

あ
あ
、
い
く
年
も
い
く
年
も
ま
へ
か
ら
、

こ
こ
に
倒
れ
た
椅
子
が
あ
る
、

こ
こ
に
兇
器
が
あ
る
、

こ
こ
に
屍
体
が
あ
る
、

こ
こ
に
血
が
あ
る
、

さ
う
し
て
青
ざ
め
た
五
月
の
高
窓
に
も
、

お
も
ひ
に
し
づ
ん
だ
探
偵
の
く
ら
い
顔
と
、

さ
び
し
い
女
の
髪
の
毛
と
が
ふ
る
へ
て
居
る
。

「
詩
歌
」
一
九
一
五
年
六
月
、『
月
に
吠
え
る
』
一
九
一
七
年
二
月

　

犯
罪
は
既
に
起
き
て
い
て
、被
害
者
の
女
は
既
に
死
ん
で
い
る
ら
し
い
。

し
か
し
そ
れ
に
気
付
い
た
探
偵
は
、
な
す
す
べ
が
な
く
て
思
い
に
沈
ん
で
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い
る
。「
殺
人
事
件
」
と
同
じ
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
分
身

と
い
う
簡
単
な
言
葉
で
言
え
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
実
は
こ
の
分
身

問
題
と
い
う
の
は
、
朔
太
郎
の
詩
だ
け
で
は
な
く
て
、
西
洋
文
学
、
近
代

文
学
の
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

西
洋
の
十
九
世
紀
文
学
と
い
う
も
の
を
一
言
で
特
徴
づ
け
る
と
、
分
身

の
テ
ー
マ
の
登
場
だ
と
思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
表

現
を
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
的
自
我
が
崩
壊
し
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
デ
カ

ル
ト
は
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
す
。
デ
カ
ル
ト
的
自
我
と
い

う
の
は
何
か
と
い
う
と
、「
我
思
う
、
故
に
我
あ
り
」。
誰
で
も
ご
存
知
で

す
ね
。
私
は
考
え
る
、
だ
か
ら
私
は
存
在
す
る
。
デ
カ
ル
ト
的
懐
疑
と
い

う
言
葉
も
あ
り
ま
す
ね
。
い
ろ
ん
な
も
の
は
全
部
疑
っ
て
か
か
ろ
う
。
し

か
し
疑
っ
て
か
か
っ
て
い
る
自
分
自
身
を
疑
っ
て
か
か
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
と
い
う
の
が
デ
カ
ル
ト
の
自
我
な
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
、
も
の
す
ご

く
う
ぬ
ぼ
れ
た
自
我
で
す
よ
ね
。
疑
っ
て
い
る
自
分
は
疑
え
な
い
。
す
べ

て
の
も
の
を
疑
っ
て
か
か
ろ
う
と
す
る
の
が
デ
カ
ル
ト
的
自
我
。
強
い
自

我
で
す
。
西
洋
の
近
代
は
、
そ
の
デ
カ
ル
ト
的
自
我
に
よ
っ
て
、
西
洋
が

一
番
正
し
い
ん
だ
と
し
ま
し
た
。
世
界
中
を
植
民
地
化
し
て
。
と
こ
ろ
が

十
九
世
紀
ぐ
ら
い
か
ら
そ
の
問
題
に
影
が
差
し
始
め
ま
し
た
。
文
学
者
、

小
説
家
た
ち
が
、
そ
の
問
題
に
い
ち
早
く
気
付
い
て
い
る
。

　

何
点
か
の
作
品
を
挙
げ
ま
す
と
、
例
え
ば
一
八
一
四
年
に
、
ド
イ
ツ
の

小
説
家
ア
ー
デ
ル
ベ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
の
、「
ペ
ー
タ
ー
・

シ
ュ
レ
ミ
ー
ル
の
不
思
議
な
物
語
」
と
い
う
の
が
書
か
れ
ま
し
た
。
た
い

へ
ん
長
く
て
わ
か
り
づ
ら
い
の
で
、
日
本
で
は
「
影
を
な
く
し
た
男
」
と

翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
若
い
男
が
、
自
分
が
才
能
が
あ
る
の
に
不
満

で
し
ょ
う
が
な
い
。
自
分
は
な
ぜ
こ
ん
な
に
貧
乏
で
、
世
間
に
認
め
て
も

ら
え
な
い
ん
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
悪
魔
が
現
れ
て
、
お
前

の
言
う
こ
と
を
な
ん
で
も
叶
え
て
や
ろ
う
と
言
っ
て
、
財
布
み
た
い
な
も

の
を
く
れ
る
ん
で
す
。
手
を
突
っ
込
む
と
金
貨
が
出
て
く
る
財
布
。
そ
の

代
り
お
前
の
影
を
く
れ
と
言
う
。影
く
ら
い
だ
っ
た
ら
い
い
や
と
思
っ
て
、

悪
魔
と
契
約
し
て
自
分
の
影
を
悪
魔
に
与
え
て
、
大
金
持
ち
に
な
る
ん
で

す
よ
ね
。
誰
も
気
付
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ら
、
み
ん
な
そ
の
男

に
影
が
な
い
こ
と
に
気
付
い
て
、
気
持
ち
悪
が
っ
て
誰
も
そ
ば
に
近
寄
ら

な
く
な
る
。
も
の
す
ご
く
孤
独
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。
そ
れ

で
彼
は
、
そ
れ
を
履
く
と
一
歩
で
何
マ
イ
ル
で
も
歩
け
る
、
ほ
と
ん
ど
飛

ぶ
よ
う
に
歩
け
る
長
靴
を
手
に
入
れ
て
、
世
界
中
を
旅
行
し
て
回
る
と
い

う
変
な
話
な
ん
で
す
よ
。
自
分
の
孤
独
を
慰
め
る
た
め
に
、
そ
の
長
靴
を

履
い
て
世
界
中
を
飛
び
回
っ
て
い
る
話
。
つ
ま
り
本
体
と
影
と
い
う
分
身

小
説
が
こ
う
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

　

そ
れ
か
ら
朔
太
郎
も
乱
歩
も
尊
敬
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
エ
ド
ガ
ー
・
ア

ラ
ン
・
ポ
ー
が
、
一
九
三
九
年
に
「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
」
と
い

う
の
を
書
き
ま
し
た
。
恐
ら
く
二
人
と
も
こ
の
小
説
を
知
っ
て
い
た
は
ず

で
す
。「
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
」は
映
画
に
も
な
り
ま
し
た
ね
。『
世
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に
も
怪
奇
な
物
語
』
で
し
た
ね
。
ア
ラ
ン
・
ド
ロ
ン
が
や
っ
て
。
こ
れ
も

お
も
し
ろ
い
話
で
す
。
中
学
校
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
い
う
男

が
い
て
、
と
て
も
気
の
弱
い
男
の
子
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
転
校

生
が
や
っ
て
く
る
。
そ
い
つ
も
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
と
い
う
名
前

で
、
そ
っ
く
り
な
ん
で
す
よ
。
と
こ
ろ
が
転
校
生
の
方
は
と
て
も
強
い
感

じ
が
す
る
。
別
に
暴
力
を
振
る
う
感
じ
じ
ゃ
な
い
ん
だ
け
れ
ど
、
そ
の
男

に
逆
ら
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
転
校
生
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン

の
言
う
ま
ま
に
ク
ラ
ス
が
動
き
始
め
る
ん
で
す
。
そ
の
気
の
弱
い
方
が
気

持
ち
悪
が
っ
て
避
け
よ
う
と
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
自
分
が
窮
地
に

陥
っ
て
い
る
と
必
ず
そ
の
転
校
生
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
目
の

前
に
立
っ
て
い
て
で
す
ね
、
助
け
て
く
れ
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
後
、
つ
い

に
気
持
ち
悪
く
な
っ
た
気
の
弱
い
方
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
が
、

も
う
耐
え
が
た
い
と
言
う
の
で
相
手
の
胸
を
ナ
イ
フ
で
刺
す
。
最
後
が
面

白
い
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
大
き
な
鏡
が
あ
っ
て
、
血
ま
み
れ
に
な
っ

た
自
分
が
倒
れ
て
、
そ
の
血
ま
み
れ
の
姿
が
鏡
に
映
っ
て
い
る
。
つ
ま
り

分
身
小
説
な
ん
だ
け
れ
ど
も
、
最
後
は
鏡
を
見
て
い
た
と
い
う
形
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
こ
れ
は
乱
歩
と
朔
太
郎
に
か
な
り
影
響
を
与
え
た

可
能
性
が
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
一
八
四
六
年
に
書
い
た
、
ロ
シ
ア

語
の
原
題
は
「
分
身
」
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
日
本
で
は
「
二
重
人

格
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
小
説
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
一
八
八
六
年
に
、
ス

テ
ィ
ー
ヴ
ン
ソ
ン
が
「
ジ
キ
ル
博
士
と
ハ
イ
ド
氏
」
と
い
う
の
を
書
き
ま

し
た
。
自
分
の
心
の
中
か
ら
隠
さ
れ
た
人
格
が
出
て
く
る
。
ハ
イ
ド
と
い

う
の
は
隠
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ

ル
ド
が
一
八
九
一
年
に
「
ド
リ
ア
ン
・
グ
レ
イ
の
肖
像
」
を
書
い
て
い
ま

す
。
こ
れ
は
自
分
と
肖
像
画
と
い
う
分
身
で
す
。
新
し
い
モ
チ
ー
フ
で
す
。

た
だ
、
ポ
ー
の
中
に
も
「
楕
円
形
の
肖
像
」
と
い
う
有
名
な
小
説
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
強
い
。

　
　
日
本
の
二
重
性

　

つ
ま
り
こ
う
い
う
ふ
う
に
見
て
み
る
と
、
分
身
小
説
と
い
う
の
は
、
十

九
世
紀
の
欧
米
文
学
の
大
き
な
特
徴
な
ん
で
す
。
日
本
は
そ
の
影
響
を
か

な
り
受
け
て
い
る
。日
本
の
場
合
は
、も
と
も
と
あ
る
種
の
二
重
性
を
持
っ

て
い
て
、
明
治
以
前
は
中
国
大
陸
か
ら
来
た
も
の
、「
唐
」
で
す
ね
。「
唐
」

に
対
し
て
自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
う
や
っ
て
確
立
す
る
か

と
い
う
の
で
、「
和
」
と
い
う
概
念
が
で
き
た
。
日
本
の
芸
術
論
、例
え
ば
、

紀
貫
之
の
「
古
今
和
歌
集　

仮
名
序
」
に
は
、「
や
ま
と
う
た
は
…
…
」

と
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
向
こ
う
の
歌
に
比
べ
る
と
日
本
の
歌
は

こ
う
で
す
よ
、
と
い
う
形
で
出
て
く
る
。
向
こ
う
の
歌
と
い
う
の
は
、
中

国
の
歌
の
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
形
で
日
本
の
独
自
性
を
確
立
し
よ
う

と
し
て
き
ま
し
た
。
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と
こ
ろ
が
、
明
治
以
降
に
な
る
と
、
西
洋
が
圧
倒
的
な
力
を
持
っ
て
日

本
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
、
和
と
唐
の
差
が
意
識
下
に
抑
圧
さ
れ
て
し

ま
い
ま
す
。
そ
し
て
「
日
本
」
対
「
西
洋
」
と
い
う
図
式
が
で
き
あ
が
る
。

ぼ
く
は
最
近
『
幻
想
の
花
園
』
と
い
う
本
を
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ

れ
が
花
で
言
う
と
、「
桜
」
対
「
薔
薇
」
に
な
る
。
日
本
が
桜
で
、
西
洋

が
薔
薇
だ
と
い
う
対
立
に
な
る
。
ち
な
み
に
こ
の
対
立
を
作
り
上
げ
た
人

物
は
、
ぼ
く
が
調
べ
た
限
り
、
新
渡
戸
稲
造
で
す
。
新
渡
戸
稲
造
が
『
武

士
道
』
の
中
で
、
日
本
は
桜
で
西
洋
は
薔
薇
だ
と
言
っ
て
い
る
。
薔
薇
は

枯
れ
て
も
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
枝
か
ら
落
ち
な
い
。
ど
ん
ど
ん
枯
れ
て
醜

く
な
る
。
桜
は
潔
い
。
あ
あ
い
う
醜
い
死
に
姿
は
見
せ
な
い
。
そ
う
い
う

形
で
美
的
な
問
題
と
倫
理
的
な
問
題
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
、「
桜
」
対
「
薔

薇
」
と
い
う
対
立
を
作
り
上
げ
た
。
花
だ
け
で
は
な
く
て
、
中
国
大
陸
と

日
本
と
い
う
二
元
的
な
対
立
で
常
に
自
分
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

確
立
し
よ
う
と
し
て
き
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
差
を
抑
圧
し
て
、
日
本
対
西

洋
と
い
う
そ
う
い
う
二
元
的
な
対
立
が
で
き
上
が
り
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
日
本
の
近
代
と
い
う
の
は
、
そ
の
出
発
点
か
ら
あ
る
種
の
二
重

性
を
保
ち
な
が
ら
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
つ
。
西
洋
の
ま
ね
を

し
な
が
ら
自
分
の
独
立
性
を
ど
の
よ
う
に
出
す
か
と
い
う
、
二
重
性
の
問

題
を
抱
え
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
。そ
れ
が
個
々
の
作
家
の
レ
ベ
ル
で
は
、

精
神
病
理
学
的
な
問
題
に
な
っ
た
り
、
犯
罪
の
問
題
に
な
っ
た
り
し
て
、

い
ろ
い
ろ
出
て
き
ま
す
。

　

こ
の
分
身
の
問
題
は
朔
太
郎
の
み
な
ら
ず
、
芥
川
龍
之
介
だ
と
か
谷
崎

潤
一
郎
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
も
ち
ろ
ん
江
戸
川
乱
歩
だ
と
か
に
も
出
て
く

る
ん
で
す
ね
。

　
　
現
実
的
な
窃
視
者

　

も
う
一
つ
、
今
の
二
つ
の
詩
に
関
し
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
の
は
、
ぼ
く
は
文
学
作
品
を
論
じ
る
時
に
、
作
家
と
作
者
は
別
々
に
す

べ
き
だ
と
い
う
立
場
を
と
り
た
い
ん
で
す
。
作
家
と
い
う
の
は
物
を
食
っ

た
り
、
誰
か
と
付
き
合
っ
て
い
た
り
す
る
、
朔
太
郎
が
離
婚
し
た
と
か
そ

う
い
う
話
で
す
。
作
者
と
い
う
の
は
、
作
品
が
遡
行
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
作

り
手
の
こ
と
で
す
。
本
来
文
学
論
と
い
う
の
は
、
作
者
論
で
あ
る
べ
き
だ

と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
で
は
作
家
論
と
作
者
論
が
あ
ま
り
意
識
さ

れ
な
い
ま
ま
に
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
三
島
由
紀
夫
が

新
宿
の
二
丁
目
の
、
あ
れ
は
ゲ
イ
の
街
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
そ
こ
に
通
っ

て
い
た
と
か
、
あ
い
つ
は
ゲ
イ
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
か
、
い
ろ
ん
な
話
が

あ
り
ま
す
ね
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
説
も
あ
る
し
、
探
れ
ば
い
ろ
ん
な

話
が
出
て
く
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
だ
い
た
い
そ
う
い
う
作
家
論
が
多
い
ん

で
す
。

　

ち
ょ
っ
と
作
家
論
に
脱
線
す
る
と
言
っ
た
ら
何
で
す
け
れ
ど
も
、
朔
太

郎
が
た
い
へ
ん
好
き
だ
っ
た
エ
レ
ナ
と
い
う
女
性
が
い
ま
す
。
妹
さ
ん
の
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同
級
生
で
す
ね
。そ
の
妹
の
同
級
生
の
馬
場
ナ
カ
と
い
う
女
性
、カ
ト
リ
ッ

ク
の
洗
礼
を
受
け
て
エ
レ
ナ
と
い
う
名
前
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
若

い
時
か
ら
そ
の
女
性
が
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
向
こ
う
は
相
手
に
し
て

く
れ
な
く
て
、
誰
か
立
派
な
お
医
者
さ
ん
か
な
ん
か
と
結
婚
し
て
、
佐
藤

ナ
カ
と
い
う
名
前
に
な
り
ま
し
た
。

　

最
近
、『
北
一
輝
と
萩
原
朔
太
郎
』
と
い
う
非
常
に
お
も
し
ろ
い
書
物

を
書
か
れ
た
芝
正
身
さ
ん
と
い
う
方
が
い
て
、
ぼ
く
が
こ
の
窃
視
の
問
題

で
講
演
す
る
と
い
う
こ
と
を
ど
こ
か
で
知
っ
て
、
そ
の
大
き
な
書
物
を

送
っ
て
く
れ
ま
し
た
の
で
、
急
い
で
読
ん
で
き
ま
し
た
。
私
も
窃
視
の
問

題
を
書
い
て
い
る
か
ら
と
手
紙
に
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
ど
う
い
う
こ
と

が
書
い
て
あ
る
の
か
な
と
思
っ
た
ら
、
実
際
に
朔
太
郎
は
覗
き
見
を
し
て

い
た
と
い
う
、
そ
う
い
う
研
究
を
し
て
い
る
ん
で
す
。
馬
場
ナ
カ
、
佐
藤

ナ
カ
の
家
を
、
垣
根
を
越
え
て
実
際
に
覗
き
見
を
し
て
い
た
ス
ト
ー
カ
ー

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
い
ろ
ん
な
資
料
か
ら
わ
か
っ
て
、
そ
れ
を
読
む
と

本
当
に
そ
う
と
し
か
思
え
な
い
。

　

つ
ま
り
彼
は
現
実
的
な
恋
愛
不
能
者
で
あ
る
。
朔
太
郎
の
作
品
に
は
、

エ
レ
ナ
と
思
し
き
女
性
が
、
あ
た
か
も
自
分
の
永
遠
の
恋
人
の
よ
う
に
、

理
想
の
女
性
像
の
よ
う
に
し
て
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
が
、
一
度
も
向
こ

う
か
ら
そ
う
い
う
言
葉
を
返
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
て
、
一
方
的
な
ス
ト
ー

カ
ー
で
あ
っ
た
と
、
そ
う
い
う
研
究
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
こ

の
本
の
一
部
で
す
け
れ
ど
も
、『
北
一
輝
と
萩
原
朔
太
郎
』
は
、
た
い
へ

ん
お
も
し
ろ
い
で
す
。
北
一
輝
と
萩
原
朔
太
郎
。「
日
本
近
代
」
に
対
す

る
二
人
の
異
議
申
し
立
て
者
。驚
く
べ
き
組
み
合
わ
せ
で
す
よ
ね
。ち
ょ
っ

と
感
心
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
窃
視
の
問
題
で
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
る
。

　

こ
の
ナ
カ
、
洗
礼
名
エ
レ
ナ
と
い
う
女
性
は
、『
月
に
吠
え
る
』
が
出

た
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
に
死
ん
で
い
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
こ
の
詩
集

は
、
エ
レ
ナ
へ
の
思
い
出
の
書
だ
と
言
っ
て
も
い
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ

る
。
そ
の
問
題
を
ち
ょ
っ
と
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
窃
視
と
い
う
の

は
単
に
観
念
的
な
作
品
上
だ
け
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
現
実
的
な
窃

視
者
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
問
題
が
あ
る
ん
で
す
。

　
　「
ば
く
て
り
や
の
世
界
」
―
―
覗
き
の
詩

　

次
の
「
ば
く
て
り
や
の
世
界
」
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
実
際
に
朔
太
郎

が
覗
く
と
い
う
こ
と
を
、
非
常
に
具
体
的
に
書
い
た
詩
の
一
つ
が
こ
れ
で

す
ね
。
顕
微
鏡
で
覗
い
て
い
る
詩
で
す
。

　

ば
く
て
り
や
の
世
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
朔
太
郎

ば
く
て
り
や
の
足
、

ば
く
て
り
や
の
口
、
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ば
く
て
り
や
の
耳
、

ば
く
て
り
や
の
鼻
、

ば
く
て
り
や
が
お
よ
い
で
ゐ
る
。

あ
る
も
の
は
人
物
の
胎
内
に
、

あ
る
も
の
は
貝
る
ゐ
の
内
臓
に
、

あ
る
も
の
は
玉
葱
の
球
心
に
、

あ
る
も
の
は
風
景
の
中
心
に
。

ば
く
て
り
や
が
お
よ
い
で
ゐ
る
。

ば
く
て
り
や
の
手
は
左
右
十
文
字
に
生
え
、

手
の
つ
ま
さ
き
が
根
の
や
う
に
わ
か
れ
、

そ
こ
か
ら
す
る
ど
い
爪
が
生
え
、

毛
細
血
管
の
類
は
べ
た
い
ち
め
ん

0

0

0

0

0

0

に
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
る
。

ば
く
て
り
や
が
お
よ
い
で
ゐ
る
。

ば
く
て
り
や
が
生
活
す
る
と
こ
ろ
に
は
、

病
人
の
皮
膚
を
す
か
す
や
う
に
、

べ
に
い
ろ
の
光
線
が
う
す
く
さ
し
こ
ん
で
、

そ
の
部
分
だ
け
ほ
ん
の
り
と
し
て
み
え
、

じ
つ
に
、
じ
つ
に
、
か
な
し
み
た
へ
が
た
く
見
え
る
。

ば
く
て
り
や
が
お
よ
い
で
ゐ
る
。

　

��「
卓
上
噴
水
」一
九
一
五
年
五
月
、『
月
に
吠
え
る
』一
九
一
七
年
二
月

　

こ
れ
は
実
際
に
顕
微
鏡
を
覗
か
な
い
と
、「
ば
く
て
り
や
の
手
は
左
右

十
文
字
に
生
え
、」
と
か
「
手
の
つ
ま
さ
き
が
根
の
や
う
に
わ
か
れ
、」
と

か
、
実
際
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
ね
。
た
だ
第
二
連
の
、
第
三
連
と
い
う
の

か
な
、「
あ
る
も
の
は
人
物
の
胎
内
に
、／
あ
る
も
の
は
貝
る
ゐ
の
内
臓
に
、

／
あ
る
も
の
は
玉
葱
の
球
心
に
、
／
あ
る
も
の
は
風
景
の
中
心
に
。
／
／

ば
く
て
り
や
が
お
よ
い
で
ゐ
る
。」
こ
れ
は
想
像
で
す
ね
。
し
か
し
明
ら

か
に
顕
微
鏡
を
の
ぞ
い
た
経
験
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
詩
を
こ
う
い
う
形

で
書
い
て
い
る
。
覗
き
の
詩
で
す
。
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　「
内
部
に
居
る
人
が
畸
形
な
病
人
に
見
え
る
理
由
」「
肖
像
」

　

そ
の
朔
太
郎
が
書
い
た
、
最
も
奇
妙
な
詩
、
そ
れ
が
「
内
部
に
居
る
人

が
畸
形
な
病
人
に
見
え
る
理
由
」
で
す
。
朔
太
郎
は
た
く
さ
ん
の
詩
を
書

い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、一
番
病
的
な
詩
は
こ
れ
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

タ
イ
ト
ル
自
体
が
ち
ょ
っ
と
異
常
で
す
け
れ
ど
ね
。
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み

ま
し
ょ
う
。

　

内
部
に
居
る
人
が
畸
形
な
病
人
に
見
え
る
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
朔
太
郎

わ
た
し
は
窓
か
け
の
れ
い
す

0

0

0

の
か
げ
に
立
つ
て
居
り
ま
す
、

そ
れ
が
わ
た
く
し
の
顔
を
う
す
ぼ
ん
や
り
と
見
せ
る
理
由
で
す
。

わ
た
し
は
手
に
遠
め
が
ね
を
も
つ
て
居
り
ま
す
、

そ
れ
で
わ
た
く
し
は
、
ず
つ
と
遠
い
と
こ
ろ
を
見
て
居
り
ま
す
、

に
つ
け
る
製
の
犬
だ
の
羊
だ
の
、

あ
た
ま
の
は
げ
た
子
供
た
ち
の
歩
い
て
ゐ
る
林
を
み
て
居
り
ま
す
、

そ
れ
ら
が
わ
た
く
し
の
瞳め

を
、
い
く
ら
か

0

0

0

0

か
す
ん
で
み
せ
る
理
由
で

　

す
。

わ
た
し
は
け
さ
き
や
べ
つ

0

0

0

0

の
皿
を
喰
べ
す
ぎ
ま
し
た
、

そ
の
う
へ
こ
の
窓
硝
子
は
非
常
に
粗
製
で
す
、

そ
れ
が
わ
た
く
し
の
顔
を
こ
ん
な
に
甚
だ
し
く
歪
ん
で
見
せ
る
理
由

　

で
す
。

じ
つ
さ
い
の
と
こ
ろ
を
言
へ
ば
、

わ
た
く
し
は
健
康
す
ぎ
る
ぐ
ら
ゐ
な
も
の
で
す
、

そ
れ
だ
の
に
、
な
ん
だ
つ
て
君
は
、
そ
こ
で
私
を
み
つ
め
て
ゐ
る
。

な
ん
だ
つ
て
そ
ん
な
に
薄
気
味
わ
る
く
笑
つ
て
ゐ
る
。

お
お
0

0

、
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
く
し
の
腰
か
ら
下
な
ら
ば
、

そ
の
へ
ん
が
は
つ
き
り

0

0

0

0

し
な
い
と
い
ふ
の
な
ら
ば
、

い
く
ら
か
馬
鹿
げ
た
疑
問
で
あ
る
が
、

も
ち
ろ
ん
、
つ
ま
り
、
こ
の
青
白
い
窓
の
壁
に
そ
う
て
、

家
の
内
部
に
立
つ
て
ゐ
る
わ
け
で
す
。

「ARS

」
一
九
一
五
年
六
月
、『
月
に
吠
え
る
』
一
九
一
七
年
二
月

　

異
常
な
詩
で
し
ょ
う
。
一
人
称
だ
け
で
も
統
一
し
て
い
な
い
ん
で
す
。

朔
太
郎
が
自
覚
し
て
や
っ
て
い
た
の
か
い
な
い
の
か
、「
わ
た
し
」
と
言
っ

た
の
が
「
わ
た
く
し
」
に
な
っ
て
出
て
き
て
、
そ
し
て
平
仮
名
で
書
い
て

い
た
の
が
漢
字
の
「
私
」
に
な
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　

最
初
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。「
わ
た
し
は
窓
か
け
の
れ
い
す

0

0

0

の
か

げ
に
立
つ
て
居
り
ま
す
、」。
部
屋
の
中
に
い
て
、窓
の
そ
ば
に
い
て
、レ
ー

ス
が
掛
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
突
然
で
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す
ね
、「
そ
れ
が
わ
た
く
し
の
顔
を
う
す
ぼ
ん
や
り
と
見
せ
る
理
由
で
す
。」

と
な
る
。「
わ
た
し
」
が
「
わ
た
く
し
」
に
変
わ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、「
う

す
ぼ
ん
や
り
と
見
せ
る
」、
う
す
ぼ
ん
や
り
と
見
え
て
い
る
わ
け
で
、
誰

か
が
見
な
い
と
う
す
ぼ
ん
や
り
と
は
見
え
な
い
で
す
よ
ね
。
つ
ま
り
こ
こ

に
あ
る
種
の
視
点
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
視
点
の
転
換
が
あ
る
ん
で
す
。

私
が
う
す
ぼ
ん
や
り
見
え
る
だ
ろ
う
と
自
分
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
こ

れ
を
哲
学
的
用
語
で
は
「
対
自
的
」
と
言
い
ま
す
。
対
自
的
で
す
。

　
「
わ
た
し
は
手
に
遠
め
が
ね
を
も
つ
て
居
り
ま
す
、」。
こ
れ
は
事
実
を

言
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
ま
た
、
二
行
目
と
同
じ
よ
う
に
「
わ
た
く
し
は
」

に
な
り
ま
す
。「
そ
れ
で
わ
た
く
し
は
、
ず
つ
と
遠
い
と
こ
ろ
を
見
て
居

り
ま
す
、
／
に
つ
け
る
製
の
犬
だ
の
羊
だ
の
、
／
あ
た
ま
の
は
げ
た
子
供

た
ち
の
歩
い
て
ゐ
る
林
を
み
て
居
り
ま
す
、」。
遠
眼
鏡
、
つ
ま
り
望
遠
鏡

で
、窓
か
ら
遠
く
を
見
て
い
る
。「
対
他
的
」で
す
。向
こ
う
側
を
見
て
い
る
。

　

次
に
、「
そ
れ
ら
が
わ
た
く
し
の
瞳め

を
、
い
く
ら
か

0

0

0

0

か
す
ん
で
み
せ
る

理
由
で
す
。」。
今
度
は
「
わ
た
く
し
」
で
す
。
自
分
の
瞳
、「
め
」
と
ル

ビ
が
振
っ
て
あ
り
ま
す
が
、「
い
く
ら
か

0

0

0

0

か
す
ん
で
み
せ
る
」
っ
て
い
う

の
は
、
誰
か
が
外
側
か
ら
わ
た
く
し
の
目
を
見
な
い
と
霞
ん
で
見
え
な
い

わ
け
で
、自
分
が
霞
ん
で
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
で
す
か
ら
、対
自
的
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　
「
わ
た
し
は
け
さ
き
や
べ
つ

0

0

0

0

の
皿
を
喰
べ
す
ぎ
ま
し
た
、」。
こ
れ
は
ま

あ
、
事
実
で
す
ね
。「
そ
の
う
へ
こ
の
窓
硝
子
は
非
常
に
粗
製
で
す
、」。

窓
と
い
う
の
は
よ
く
出
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、ま
あ
ガ
ラ
ス
で
す
ね
。

「
そ
れ
が
わ
た
く
し
の
顔
を
こ
ん
な
に
甚
だ
し
く
歪
ん
で
見
せ
る
理
由
で

す
。」。
自
分
で
は
自
分
の
顔
が
歪
ん
で
見
え
る
の
は
見
え
な
い
は
ず
で
、

窓
ガ
ラ
ス
を
外
側
か
ら
見
た
ら
、
中
側
に
い
る
自
分
の
顔
が
歪
ん
で
見
え

る
だ
ろ
う
と
い
う
想
像
で
す
ね
。
対
自
的
で
す
。

　
「
じ
つ
さ
い
の
と
こ
ろ
を
言
へ
ば
、
／
わ
た
く
し
は
健
康
す
ぎ
る
ぐ
ら

ゐ
な
も
の
で
す
、
／
そ
れ
だ
の
に
、
な
ん
だ
つ
て
君
は
、
そ
こ
で
私
を
み

つ
め
て
ゐ
る
。」。「
私
」
を
見
つ
め
て
い
る
の
が
「
君
」
だ
と
い
う
ふ
う

に
な
ん
と
な
く
わ
か
る
。
君
が
私
を
見
て
い
る
。

　
「
な
ん
だ
つ
て
そ
ん
な
に
薄
気
味
わ
る
く
笑
つ
て
ゐ
る
。
／
お
お
0

0

、
も

ち
ろ
ん
、
わ
た
く
し
の
腰
か
ら
下
な
ら
ば
、
／
そ
の
へ
ん
が
は
つ
き
り

0

0

0

0

し

な
い
と
い
ふ
の
な
ら
ば
、
／
い
く
ら
か
馬
鹿
げ
た
疑
問
で
あ
る
が
、
／
も

ち
ろ
ん
、
つ
ま
り
、
こ
の
青
白
い
窓
の
壁
に
そ
う
て
、
／
家
の
内
部
に
立

つ
て
ゐ
る
わ
け
で
す
。」。

　

外
側
か
ら
自
分
を
見
て
い
る
の
が
「
君
」
で
、
内
側
か
ら
外
を
眺
め
て

い
る
の
が
「
わ
た
し
」
だ
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
こ
の
腰
か
ら
下
が
見
え

な
い
と
い
う
表
現
は
、
実
は
朔
太
郎
の
作
品
の
中
に
し
ば
し
ば
出
て
く
る

ん
で
す
。
下
半
身
が
な
い
と
い
う
表
現
は
、
研
究
者
に
よ
れ
ば
、
性
的
不

能
を
表
す
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
人
が
い
ま
す
。
先
程
の
、最
初
の「
殺

人
事
件
」
に
も
う
一
回
戻
り
ま
す
と
、
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十
字
巷
路
に
秋
の
ふ
ん
す
ゐ
。

　
　

は
や
ひ
と
り
探
偵
は
う
れ
ひ
を
か
ん
ず
。

　

突
然
噴
水
が
出
て
く
る
。
こ
れ
は
精
神
分
析
的
に
言
え
ば
、
あ
る
種
の

射
精
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
す
。
つ
ま
り
彼
は
、
具
体
的
な
性
的
関
係
を
持
て

な
い
人
間
で
、
恋
人
で
あ
る
女
は
既
に
殺
さ
れ
て
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
そ
う
い
う
性
的
不
能
と
い
う
か
、
現
実
的
な
こ
と
が
不
能
で
あ
る
と

こ
ろ
の
、
あ
る
種
の
自
慰
的
な
問
題
が
こ
こ
に
出
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
い
う
こ
と
を
言
う
人
も
い
る
。
下
半
身
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
事

実
で
、
下
半
身
の
存
在
が
非
常
に
薄
い
ん
で
す
。
彼
自
身
が
そ
う
い
う
こ

と
を
言
っ
て
い
る
。
ま
あ
ほ
と
ん
ど
狂
気
の
よ
う
な
詩
だ
と
言
っ
て
い
い

と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
と
対
に
な
っ
て
い
る
の
が
、「
肖
像
」
と
い
う
詩
で
す
。

　

肖
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

萩
原
朔
太
郎

あ
い
つ
は
い
つ
も
歪
ん
だ
顔
を
し
て
、

窓
の
そ
ば
に
突
つ
立
つ
て
ゐ
る
、

白
い
さ
く
ら
が
咲
く
頃
に
な
る
と
、

あ
い
つ
は
ま
た
地
面
の
底
か
ら
、

む
ぐ
ら
も
ち
の
や
う
に
這
ひ
出
し
て
く
る
、

じ
つ
と
足
音
を
ぬ
す
み
な
が
ら
、

あ
い
つ
が
窓
に
し
の
び
こ
ん
だ
と
こ
ろ
で
、

お
れ
は
早
取
写
真
に
う
つ
し
た
。

ぼ
ん
や
り
し
た
光
線
の
か
げ
で
、

白
つ
ぽ
け
た
乾
板
を
す
か
し
て
見
た
ら
、

な
に
か
の
影
の
や
う
に
薄
く
写
つ
て
ゐ
た
。

お
れ
の
く
び
か
ら
上
だ
け
が
、

お
い
ら
ん
草
の
や
う
に
ふ
る
へ
て
ゐ
た
。

「
詩
歌
」
一
九
一
五
年
六
月
、『
月
に
吠
え
る
』
一
九
一
七
年
二
月

　

歪
ん
だ
顔
を
し
て
窓
の
そ
ば
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
構
造
は
、「
内

部
に
居
る
人
が
畸
形
な
病
人
に
見
え
る
理
由
」
と
全
く
同
じ
で
す
ね
。

　
「
あ
い
つ
は
ま
た
地
面
の
底
か
ら
」
と
い
う
の
は
、『
月
に
吠
え
る
』
を

読
ん
だ
人
は
お
わ
か
り
の
よ
う
に
、「
地
面
の
底
の
病
気
の
顔
」と
い
う『
月

に
吠
え
る
』
の
最
初
の
詩
、
地
面
の
底
か
ら
病
気
の
顔
が
現
れ
て
く
る
と

い
う
一
種
の
自
画
像
の
よ
う
な
詩
が
あ
り
ま
す
ね
、
そ
れ
と
か
け
て
い
る

わ
け
で
、「
あ
い
つ
」
と
い
う
ふ
う
に
ず
っ
と
き
て
、
突
然
、「
お
れ
の
」

と
な
る
ん
で
す
よ
。
第
一
連
は
全
部「
あ
い
つ
」で
す
ね
。
第
二
連
は
、「
ぼ

ん
や
り
し
た
光
線
の
か
げ
で
、／
白
つ
ぽ
け
た
乾
板
を
す
か
し
て
見
た
ら
、

／
な
に
か
の
影
の
や
う
に
薄
く
写
つ
て
ゐ
た
。」。
自
分
が
す
か
し
て
見
る
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ん
で
す
。「
お
れ
の
く
び
か
ら
上
だ
け
が
、
／
お
い
ら
ん
草
の
や
う
に
ふ

る
へ
て
ゐ
た
。」。

　
「
あ
い
つ
」
と
「
お
れ
」
と
の
関
係
が
は
っ
き
り
し
な
い
。「
あ
い
つ
」

が
い
つ
の
間
に
か
「
お
れ
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
種
の
分
身
的
な
、

二
つ
に
し
て
一
つ
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
問
題
が
こ
こ
に
も
出
て
い

る
。
下
半
身
が
不
在
で
す
。
首
か
ら
上
だ
け
で
、
下
半
身
が
不
在
な
自
分

が
早
取
写
真
に
写
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
ま
た
、
乾
板
と
か
、
写
真
の
メ
タ

フ
ァ
ー
が
出
て
き
ま
す
。

　
　
一
方
的
な
ま
な
ざ
し

　

こ
こ
ま
で
朔
太
郎
の
特
徴
的
な
詩
だ
け
を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
が
、

朔
太
郎
に
お
い
て
、見
る
こ
と
、視
線
、ま
な
ざ
し
と
は
い
っ
た
い
何
だ
っ

た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
。

　

室
生
犀
星
は
朔
太
郎
の
親
友
で
す
。
彼
が
書
い
た
『
我
が
愛
す
る
詩
人

の
伝
記
』
と
い
う
た
い
へ
ん
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
集
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

に
朔
太
郎
の
問
題
が
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
い
て
お
も
し
ろ
い
ん
で
す
。
朔

太
郎
と
会
っ
た
時
犀
星
は
、
な
ん
て
キ
ザ
な
奴
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
朔
太

郎
は
犀
星
に
会
っ
た
時
に
、
な
ん
て
野
暮
っ
た
い
奴
が
田
舎
か
ら
出
て
き

た
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
た
そ
う
で
、
そ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す

が
、
犀
星
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
。

　
　

�　

萩
原
は
他
人
と
話
を
す
る
と
き
に
は
、
対あ

ひ
て手
の
眼
に
ぴ
た
つ
と
見

入
ら
ず
に
、
伏
眼
が
ち
に
チ
ラ
チ
ラ
と
横
眼
を
し
て
ゐ
る
間
に
、
対

手
の
眼
を
見
返
す
妙
な
癖
が
あ
つ
た
。
私
は
彼
の
印
象
を
書
く
折
に

そ
れ
を
ど
う
現
は
す
べ
き
か
に
、
適
当
な
言
葉
に
気
附
か
ず
に
ゐ
た

が
、
葉
子
さ
ん
は
そ
れ
を
「
父
は
怯お

び

え
た
や
う
な
眼
附
を
し
、
ま
と

も
に
わ
た
く
し
を
見
な
か
つ
た
。」
と
見
抜
い
て
ゐ
て
、
私
は
葉
子

さ
ん
は
よ
く
お
父
さ
ん
を
見
て
ゐ
た
と
思
つ
た
。

　
　
　

�

室
生
犀
星「
萩
原
朔
太
郎
」（「
婦
人
公
論
」一
九
五
八
年
三
月
、『
わ

が
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
』
一
九
五
八
年
十
二
月
）

　

こ
れ
は
お
も
し
ろ
い
箇
所
で
す
。
朔
太
郎
は
相
手
の
目
を
ち
ゃ
ん
と
見

な
か
っ
た
。
な
ん
か
伏
し
目
が
ち
と
か
横
目
に
な
っ
た
り
し
て
、
相
手
が

横
目
に
な
っ
た
時
ち
ら
っ
と
見
る
、
盗
み
見
る
と
い
う
こ
と
。
萩
原
葉
子

さ
ん
は
萩
原
朔
美
館
長
の
お
母
さ
ん
で
す
け
れ
ど
、
怯
え
た
よ
う
な
目
つ

き
を
し
て
ま
と
も
に
私
を
見
な
か
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
い
っ
た

い
何
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
そ
う
い
う
人
は
よ
く
い
ま
す
よ
ね
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、サ
ル
ト
ル
の
哲
学
が
と
て
も
役
に
立
ち
ま
す
。

ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
、
ノ
ー
ベ
ル
文

学
賞
を
拒
否
し
た
人
で
す
。
大
江
健
三
郎
は
サ
ル
ト
ル
、
サ
ル
ト
ル
と
事

あ
る
ご
と
に
叫
ん
で
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
自
分
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
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も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
さ
っ
さ
と
も
ら
っ
て
、
そ
の
代
り
に
文
化
勲
章

を
拒
否
し
ま
し
た
。
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
は
拒
否
す
る
の
か
と
思
っ
た
ら
も

ら
う
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
。（
場
内
笑
）
本
当
に
拒
否
し
た
人
が
サ
ル
ト

ル
で
す
。

　

こ
の
人
は
、
写
真
を
ご
覧
い
た
だ
く
と
わ
か
り
ま
す
が
、
斜
視
な
ん
で

す
よ
。
目
の
玉
が
左
右
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
人
か
ら
見
つ
め
ら

れ
る
と
い
う
問
題
に
非
常
に
こ
だ
わ
っ
て
い
て
、『
存
在
と
無
』
と
い
う

彼
の
主
著
の
非
常
に
大
き
な
部
分
が
、
ま
な
ざ
し
の
問
題
に
あ
て
ら
れ
て

い
る
ん
で
す
。
と
て
も
お
も
し
ろ
い
分
析
で
す
が
、
彼
自
身
は
受
身
の
形

で
、
ま
な
ざ
し
、
つ
ま
り
自
分
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ

て
い
て
、
自
分
が
相
手
を
見
る
こ
と
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
論
じ
て
い
な
い

ん
で
す
。
彼
は「
目
」と「
ま
な
ざ
し
」と
い
う
言
葉
を
区
別
す
る
ん
で
す
。

ま
な
ざ
し
と
い
う
の
は
目
の
前
方
に
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
そ
う

で
す
よ
ね
。
相
手
か
ら
見
ら
れ
た
時
、
自
分
は
一
つ
の
対
象
に
化
し
て
し

ま
う
。
つ
ま
り
サ
ル
ト
ル
に
言
わ
せ
る
と
、
ま
な
ざ
し
と
は
相
手
を
石
の

よ
う
に
化
し
て
し
ま
う
メ
ド
ゥ
ー
サ
的
な
も
の
な
ん
で
す
。
見
返
そ
う
と

思
っ
た
ら
相
手
の
ま
な
ざ
し
を
否
定
し
な
い
と
相
手
を
見
返
す
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
な
ざ
し
と
は
言
わ
ば
お
互
い
を
食
い
合
う
も
の
だ
。
ま
な
ざ

し
を
食
っ
て
相
手
を
見
つ
め
る
と
相
手
の
目
が
見
え
る
わ
け
で
す
。
ま
な

ざ
し
に
捉
わ
れ
て
い
る
間
は
相
手
の
目
は
見
え
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
そ

う
い
う
目
と
ま
な
ざ
し
の
弁
証
法
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
い
て
、
要
す
る

に
見
つ
め
合
う
愛
は
な
い
と
い
う
結
論
を
出
し
た
ん
で
す
。
愛
し
合
う
恋

人
同
士
は
、見
つ
め
合
う
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
、

非
常
に
奇
妙
な
哲
学
を
展
開
し
た
人
な
ん
で
す
。ま
な
ざ
し
と
い
う
の
は
、

相
手
を
食
っ
て
し
ま
う
。
朔
太
郎
が
相
手
の
ま
な
ざ
し
を
嫌
っ
て
目
を
避

け
る
。
相
手
が
自
分
を
見
て
い
な
い
時
チ
ラ
ッ
と
見
る
と
い
う
の
は
、
こ

の
サ
ル
ト
ル
の
議
論
を
思
い
出
さ
せ
る
ん
で
す
よ
。

　

乱
歩
は
、
覗
き
見
の
問
題
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。「
探

偵
小
説
に
描
か
れ
た
異
様
な
犯
罪
動
機
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
ん
で

す
け
れ
ど
も
、
彼
は
「
隠か

く

れ
蓑み

の

」
願
望
と
言
っ
て
い
る
。

　
　

�　

私
も
「
隠
れ
蓑
」
願
望
の
強
い
男
で
、
昔
の
作
に
「
覗の

ぞ

き
」
の
心

理
を
描
い
た
も
の
が
多
い
の
も
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。「
屋
根
裏
の

散
歩
者
」
で
天
井
裏
と
い
う
隠
れ
蓑
に
隠
れ
て
悪
事
を
働
く
の
も
、

「
人
間
椅
子
」
と
い
う
隠
れ
蓑
に
隠
れ
て
恋
愛
を
す
る
の
も
、
凡
て

こ
の
願
望
の
変
形
で
あ
っ
た
。　

　
　
　

��

江
戸
川
乱
歩
「
探
偵
小
説
に
描
か
れ
た
異
様
な
犯
罪
動
機
」（「
宝

石
」
一
九
五
〇
年
九
月
、『
続
・
幻
影
城
』
一
九
五
四
年
六
月
）

　

隠
れ
蓑
願
望
と
は
、
自
分
の
姿
が
見
ら
れ
な
い
で
た
だ
見
る
だ
け
と
い

う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
乱
歩
は
隠
れ
蓑
願
望
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
結
局
窃
視
、
覗
き
見
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
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向
こ
う
側
か
ら
ま
な
ざ
し
を
返
さ
れ
な
い
で
こ
ち
ら
か
ら
一
方
的
に
ま
な

ざ
し
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
で
す
。
片
目
で
あ
ろ
う
と
両
目
で
あ
ろ

う
と
、
向
こ
う
か
ら
一
切
返
さ
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
覗
き
見
に
な
る
ん
で
す
。

　
　
写
真
機
趣
味

　

朔
太
郎
と
い
う
人
物
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
覗
き
見
の
人
だ
っ
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
写
真
機

趣
味
で
す
よ
ね
。
今
回
の
展
覧
会
に
も
彼
の
立
体
写
真
が
飾
ら
れ
て
い
ま

す
け
れ
ど
も
、「
僕
の
写
真
機
」
と
い
う
と
て
も
お
も
し
ろ
い
エ
ッ
セ
イ

が
あ
り
ま
す
。
非
常
に
自
覚
的
に
書
い
て
い
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
書
い

て
い
ま
す
。

　　
　

�　

普
通
の
写
真
機
は
、
レ
ン
ズ
が
一
つ
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
僕

の
は
レ
ン
ズ
が
二
つ
あ
つ
て
、
そ
れ
が
左
右
同
時
に
開
閉
し
、
一
枚

の
細
長
い
乾
板
に
、
二
つ
の
同
じ
や
う
な
絵
が
写
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
陽
画
に
し
て
か
ら
、
特
殊
の
ノ
ゾ
キ
眼
鏡
に
入
れ
て
み
る
と
、

左
右
二
つ
の
絵
が
一
緒
に
重
な
り
、
立
体
的
に
浮
上
つ
て
見
え
る
の

で
あ
る
。

　
　
　

�

萩
原
朔
太
郎
「
僕
の
写
真
機
」（「
ア
サ
ヒ
・
カ
メ
ラ
」
一
九
三
九

年
十
月
）

　

陽
画
と
は
ポ
ジ
の
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う
写
真
は
、
日
本
で
双
眼
写
真

と
も
言
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
製
の
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
の
こ
と
で
す
。

　
　

�　

と
に
か
く
僕
に
と
つ
て
は
、
こ
の
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
だ
け
が
、

唯
一
無
二
の
好
伴
侶
だ
つ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

　
　

�　

一
言
に
し
て
尽
せ
ば
、
僕
は
そ
の
器
械
の
光
学
的
な
作
用
を
か
り

て
、
自
然
の
風
物
の
中
に
反
映
さ
れ
て
る
、
自
分
の
心
の
郷
愁
が
写

し
た
い
の
だ
。
僕
の
心
の
中
に
は
、
昔
か
ら
一
種
の
郷
愁
が
巣
を
食

つ
て
る
。　

「
僕
の
写
真
機
」

　

そ
う
書
い
て
い
ま
す
。
彼
が
こ
だ
わ
っ
た
写
真
機
、
立
体
写
真
は
ち
ょ

う
ど
目
と
同
じ
、
両
眼
構
造
を
持
っ
て
い
ま
す
。
人
間
の
目
も
右
目
と
左

目
の
視
差
が
あ
っ
て
視
差
が
頭
の
中
で
重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
が

立
体
的
に
見
え
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
機
械
化
さ
れ

た
の
が
こ
の
立
体
写
真
、
朔
太
郎
が
使
っ
て
い
た
ス
テ
レ
オ
ス
コ
ー
プ
な

ん
で
す
ね
。
萩
原
葉
子
さ
ん
の
『
父
・
萩
原
朔
太
郎
』
と
い
う
た
い
へ
ん

お
も
し
ろ
い
エ
ッ
セ
イ
が
あ
り
ま
す
が
、こ
う
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

　
　

�　

あ
る
日
、
私
は
父
に
お
茶
を
持
っ
て
ゆ
く
と
、
い
つ
も
の
よ
う
に
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タ
バ
コ
の
煙
が
部
屋
い
っ
ぱ
い
に
漂
っ
た
中
に
、
父
は
腹
這
い
に

な
っ
て
見
覚
え
の
あ
る
立
体
写
真
に
見
入
っ
て
い
た
。
が
私
を
見
る

と
あ
わ
て
て
写
真
か
ら
顔
を
離
し
て
こ
ち
ら
を
向
き
、
ま
る
で
悪
い

こ
と
で
も
し
て
い
た
よ
う
に
お
ど
お
ど
し
て
い
る
の
だ
っ
た
。

　
　
　

�

萩
原
葉
子
「
晩
年
の
父
」（『
父
・
萩
原
朔
太
郎
』
一
九
五
九
年
十

一
月�

筑
摩
書
房
、
中
公
文
庫
第
十
一
版�

一
九
九
六
年
十
二
月
）

　

娘
に
見
ら
れ
て
お
ど
お
ど
し
て
い
る
。
そ
れ
で
、
朔
太
郎
が
い
な
い
時

に
葉
子
さ
ん
が
そ
っ
と
父
親
の
部
屋
に
入
り
込
ん
で
、
い
っ
た
い
ど
ん
な

写
真
を
見
て
い
る
の
か
見
て
み
よ
う
と
す
る
箇
所
が
あ
る
ん
で
す
。

　
　

�　

私
は
写
真
を
入
れ
て
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
と
、
ボ
ー
ル
箱
か
ら

手
あ
た
り
し
だ
い
に
一
枚
取
り
出
し
、
写
真
機
に
さ
し
込
ん
だ
。

　
　
「
晩
年
の
父
」

　

立
体
写
真
と
い
う
の
は
、
写
真
機
で
写
し
て
、
そ
の
ポ
ジ
を
紙
焼
き
し

て
も
う
一
度
覗
き
眼
鏡
で
挟
ん
で
覗
く
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
二
回
覗

く
わ
け
で
す
よ
。
二
回
の
覗
き
で
立
体
写
真
が
で
き
上
が
る
。

　
　

�　

す
る
と
、
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
！　

つ
ま
ら
な
い
写
真
だ
と

思
っ
て
い
た
の
に
、
過
去
の
時
間
が
再
現
さ
れ
て
生
き
生
き
と
浮
き

出
し
て
来
た
。
笑
っ
て
い
る
人
の
顔
か
ら
は
言
葉
が
聞
え
、
流
れ
る

川
の
音
ま
で
が
は
っ
き
り
と
聞
え
る
。
幻
想
的
な
四
次
元
の
世
界
が

展
開
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
父
が
、
こ
の
立
体
写
真
を
眺
め
る
の
は

孤
独
だ
か
ら
だ
と
い
う
思
い
が
す
る
と
、
私
は
父
の
冷
ん
や
り
し
た

固
い
蒲
団
の
上
に
、
坐
っ
た
ま
ま
悲
し
く
な
っ
た
。

　
　
「
晩
年
の
父
」

　

こ
う
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
。

　

実
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
萩
原
朔
美
さ
ん
も
エ
ッ
セ
イ
で
書
い
て
い

ま
す
。
朔
美
さ
ん
は
、「
覗
き
見
す
る
よ
う
な
楽
し
み
方
」
と
い
う
表
現

を
使
っ
て
い
ま
す
。

　
　
肉
眼
の
レ
ン
ズ
か
ら
見
た
景
色

　

そ
の
朔
太
郎
が
、
一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
、『
月
に
吠
え
る
』
を

出
し
た
六
年
後
に
『
青
猫
』
と
い
う
詩
集
を
出
し
ま
し
た
。
朔
太
郎
は
戌

年
な
ん
で
す
ね
。
犬
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
書
い
た
の
が
、
今
度
は
猫
に
な

り
ま
し
た
。
こ
の
猫
と
い
う
問
題
も
、
近
代
文
学
の
あ
る
種
の
モ
チ
ー
フ

で
す
よ
ね
。エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
は「
黒
猫
」を
書
い
て
い
る
し
、ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
猫
好
き
で
、
彼
は
猫
と
女
を
重
ね
合
わ
せ
て
詩
を
書
い
て
い

ま
し
た
。谷
崎
潤
一
郎
は「
猫
と
庄
造
と
二
人
の
を
ん
な
」を
書
い
て
い
て
、

や
は
り
大
の
猫
好
き
。
そ
れ
か
ら
夏
目
漱
石
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
で
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す
ね
。「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」の
下
敷
き
に
な
っ
た
の
は
、ホ
フ
マ
ン
の「
牡

猫
ム
ル
の
人
生
観
」
と
い
う
小
説
で
す
。
近
代
文
学
で
は
、
作
家
た
ち
が

猫
と
睦
み
合
う
と
い
う
の
が
ひ
と
つ
の
現
象
と
し
て
あ
る
ん
で
す
。

　

朔
太
郎
は
そ
の
後
、『
定
本
靑
猫
』
と
い
う
詩
集
を
出
し
て
い
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
『
青
猫
』
で
は
な
く
て
、「
定
本
」
と
付
け
た
詩
集
。
詩
を
取

捨
選
択
し
て
新
し
く
編
集
し
て
出
し
直
し
た
。
そ
こ
に
自
序
、
序
文
を
書

い
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
い
へ
ん
重
要
な
序
文
だ
と
思
い
ま
す
。

非
常
に
意
識
的
に
書
い
て
い
る
。

　
　

�　

こ
れ
ら
の
詩
篇
に
於
け
る
イ
メ
ー
ヂ
と
ヴ
イ
ジ
ヨ
ン
と
は
、
涙
の

網
膜
に
映
じ
た
幻
燈
の
絵
で
、
雨
の
日
の
硝
子
窓
に
か
か
る
曇
り
の

や
う
に
、
拭
け
ど
も
拭
け
ど
も
後
か
ら
後
か
ら
現
れ
て
来
る
悲
し
み

の
表
象
だ
つ
た
。

　
　
　

萩
原
朔
太
郎
「
自
序
」（『
定
本
青
猫
』
一
九
三
六
年
三
月
）

　

も
う
こ
れ
以
上
要
約
し
よ
う
が
な
い
、
朔
太
郎
の
詩
業
で
す
よ
ね
。
涙

の
網
膜
に
映
じ
た
幻
燈
の
絵
が
、
雨
の
日
の
硝
子
窓
に
か
か
る
曇
り
の
よ

う
で
、
そ
れ
が
悲
し
み
の
表
象
だ
つ
た
と
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
書
い
て

い
ま
す
。

　
　

�　

そ
し
て
す
べ
て
の
風
景
は
、
カ
メ
ラ
の
磨
硝
子
に
写
つ
た
景
色
の

や
う
に
、
時
空
の
第
四
次
元
で
幻
燈
し
な
が
ら
、
自お

る
ご
お
る

奏
機
の
鳴
ら
す

侘
し
い
歌
を
唄
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
侘
し
い
歌
こ
そ
は
、
す
べ
て
の
風

景
が
情
操
し
て
ゐ
る
一
つ
の
郷
愁
、
即
ち
あ
の
「
都
会
の
空
に
漂
ふ

郷
愁
」
な
の
で
あ
る
。

「
自
序
」（『
定
本
青
猫
』）

　

ま
あ
、
自
分
の
詩
を
完
璧
に
要
約
し
て
い
る
序
文
で
す
。

　

例
え
ば
、『
青
猫
』
に
「
蒼
ざ
め
た
馬
」
と
い
う
詩
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
中
に
、「
わ
た
し
の
生ら

い
ふ涯
の
映す

く
り
ー
ん

画
幕
か
ら
」と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、

「
生
涯
」に「
ら
い
ふ
」と
い
う
ル
ビ
を
振
っ
て
、「
映
画
幕
」と
書
い
て「
す

く
り
ー
ん
」
と
ル
ビ
を
振
っ
て
い
る
。
生
涯
の
映
画
幕
、
つ
ま
り
、
私
の

人
生
と
い
う
の
は
映
画
の
映
像
を
見
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
そ
う
言
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
幕
っ
て
い
う
字
は
カ
ー
テ
ン
の
幕
と
い
う
字
を
使
っ

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
は
網
膜
の
膜
と
い
う
字
を
使
っ
て
い
た

と
い
う
研
究
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
で
す
ね
。
そ
れ
か

ら
、「
絶
望
の
凍
り
つ
い
た
風
景
の
乾
板
か
ら
」
と
い
う
言
い
方
も
し
て

い
る
。
彼
は
自
分
の
見
る
景
色
を
映
画
あ
る
い
は
立
体
写
真
に
写
っ
た
乾

板
の
映
像
、
そ
れ
と
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
朔
太
郎
自
身
の
肉
眼
が
一
種
の
覗
き
か
ら
く
り
で
あ
っ
て
、
彼

は
実
際
に
覗
き
か
ら
く
り
を
た
い
へ
ん
好
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実
は
彼

自
身
が
生
き
て
い
く
上
で
覗
い
て
い
た
、
見
て
い
た
風
景
、
景
色
と
い
う
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の
は
、
彼
自
身
の
両
眼
の
覗
き
か
ら
く
り
か
ら
見
た
、
レ
ン
ズ
か
ら
見
た

景
色
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
思
わ
せ
る
わ
け
で
す
。

　
　
朔
太
郎
の
「
猫
町
」
と
乱
歩

　

そ
の
彼
が
、
一
九
三
五
（
昭
和
十
）
年
に
「
猫
町
」
と
い
う
、
た
い
へ

ん
変
わ
っ
た
小
説
を
書
き
ま
し
た
。
彼
自
身
小
説
を
一
、
二
篇
書
い
て
い

ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
ち
の
代
表
作
で
す
。

　
　

�　

久
し
い
以
前
か
ら
、
私
は
私
自
身
の
独
特
な
方
法
に
よ
る
、
不
思

議
な
旅
行
ば
か
り
を
続
け
て
ゐ
た
。　
　
　
　
　
　

　
　
　

��

萩
原
朔
太
郎
「
猫
町
」（「
セ
ル
パ
ン
」
一
九
三
五
年
八
月
、『
猫
町
』

一
九
三
五
年
十
一
月
）

　

と
い
う
言
い
方
が
出
て
く
る
。最
初
は
で
す
ね
、モ
ル
ヒ
ネ
、コ
カ
イ
ン
、

麻
酔
に
よ
る
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
夢
、
つ
ま
り
薬
に
よ
っ
て
ど
こ
か
へ
い
く

と
い
う
こ
と
を
や
っ
た
。
こ
れ
が
第
一
の
方
法
だ
と
言
っ
て
い
る
。
第
二

の
方
法
は
、
散
歩
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。「
孤
独
な
散
歩
者

の
夢
想
」
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
、
散
歩
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま

す
。
道
に
迷
っ
て
、
ふ
と
あ
る
賑
や
か
な
往
来
に
出
る
と
そ
こ
に
美
し
い

町
が
あ
っ
た
だ
と
か
、

　
　

�　

私
は
夢
を
見
て
ゐ
る
や
う
な
気
が
し
た
。
そ
れ
が
現
実
の
町
で
は

な
く
つ
て
、
幻
燈
の
幕
に
映
つ
た
、
影
絵
の
町
の
や
う
に
思
は
れ
た
。

「
猫
町
」

　

と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
故
意
に
方
位
を
錯
覚
さ
せ
て
歩
い
て
い
る

と
、
不
思
議
な
町
が
現
れ
る
と
い
う
の
が
第
二
の
方
法
な
ん
で
す
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
で
す
が
、
ぼ
く
は
『
幻
想
の
地
誌
学
』
と
い
う
本

を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ろ
ん
な
人
が
空
想
旅
行
の
小
説
を
書
い

て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
空
想
の
町
、
空
想
の
村
に
行
く
た
め
に
は
、
ど
う

い
う
手
続
き
が
必
要
か
と
考
え
た
ん
で
す
。
例
え
ば
芥
川
龍
之
介
が
「
河

童
」
と
い
う
小
説
を
書
き
ま
し
た
が
、
あ
れ
は
穴
の
中
に
落
っ
こ
ち
る
ん

で
す
。
ア
リ
ス
も
同
じ
で
す
。
穴
の
中
に
落
ち
た
り
、
そ
れ
か
ら
海
で
航

海
し
て
い
く
と
島
に
た
ど
り
着
い
た
り
と
か
、
森
の
中
を
さ
ま
よ
っ
て
い

く
と
高
野
聖
の
女
が
い
た
り
と
か
、
い
ろ
ん
な
手
続
き
が
あ
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
朔
太
郎
は
散
歩
で
す
。
あ
る
細
い
山
道
を
歩
い
て
い
る
と
突
然

美
し
い
町
に
出
た
、
と
い
う
ん
で
す
よ
。
こ
こ
で
彼
は
、
三
半
規
管
が
悪

か
っ
た
と
書
い
て
い
る
ん
で
す
。
耳
が
、
三
半
規
管
が
悪
い
と
な
る
と
方

向
感
覚
が
な
く
な
る
わ
け
で
す
ね
。
お
の
ず
か
ら
方
角
を
錯
乱
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
「
美
し
い
町
に
出
た
」
と
い
う
言
い
方
で
思
い
出
す
の
は
、
佐
藤
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春
夫
の
「
美
し
き
町
」
で
す
。
パ
ノ
ラ
マ
島
は
乱
歩
の
美
し
い
町
だ
っ
た

わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、犯
罪
の
町
で
す
。
そ
れ
か
ら
、ポ
ー
の
「
ラ
ン
ダ
ー

の
別
荘
」
と
か
「
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
地
所
」
と
か
、そ
れ
か
ら
谷
崎
の
「
金

色
の
死
」
と
か
、
み
ん
な
金
に
飽
か
し
て
美
し
い
町
を
作
る
話
な
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
朔
太
郎
の
場
合
に
は
、
た
ま
た
ま
美
し
い
町
に
出
会
う
。
こ

れ
は
ま
あ
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
美
し
い
町

に
さ
ま
よ
い
込
ん
で
、
何
が
起
き
た
か
。

　
　

�　

見
れ
ば
町
の
街
路
に
充
満
し
て
、
猫
の
大
集
団
が
う
よ
う
よ
と
歩

い
て
居
る
の
だ
。
猫
、
猫
、
猫
、
猫
、
猫
、
猫
、
猫
。

「
猫
町
」

　

七
回
も
繰
り
返
し
て
い
る
。
ど
こ
を
見
て
も
猫
ば
か
り
だ
と
、
こ
う
い

う
幻
覚
の
町
を
造
形
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に
「
幻
燈
の
町
」
と

い
う
言
い
方
が
出
て
き
ま
す
。

　
　

�　

私
は
幻
燈
を
見
る
や
う
な
思
ひ
を
し
な
が
ら
、
次
第
に
町
の
方
へ

近
付
い
て
行
つ
た
。

「
猫
町
」

　

こ
れ
も
朔
太
郎
に
と
っ
て
は
幻
燈
性
の
町
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
猫

が
あ
る
種
の
群
集
と
し
て
出
て
く
る
こ
と
に
気
を
付
け
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
ま
あ
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
い
ろ
ん
な
解
釈
が
で
き
る
と
思
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
乱
歩
も
朔
太
郎
も
群
集
と
い
う
問
題
に
非
常
に
こ
だ
わ
っ
て

い
ま
す
が
、
朔
太
郎
は
群
衆
に
非
常
に
好
感
を
持
つ
と
同
時
に
、
群
衆
か

ら
離
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
嫌
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
例
え
ば
、
お

花
見
の
い
っ
た
い
何
が
楽
し
い
ん
だ
、
桜
の
下
に
行
っ
た
け
ど
悲
し
く
な

る
ば
か
り
だ
と
い
う
詩
を
書
い
て
い
ま
す
ね
。
群
衆
に
対
す
る
好
意
と
反

発
の
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
感
情
を
伴
っ
て
い
ま
す
。
猫
と
い
う
の
は
朔

太
郎
が
好
き
な
動
物
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
ア
ン
ビ

ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
存
在
の
群
集
を
象
徴
す
る
も
の
と
言
っ
て
も
い
い
か
と
思

い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
朔
太
郎
は
、
乱
歩
が
パ
ノ
ラ
マ
島
を
作
り
出
し

た
よ
う
に
猫
町
を
作
り
出
し
た
と
言
っ
て
い
い
と
思
う
ん
で
す
。

　

乱
歩
は
、
こ
の
「
猫
町
」
が
あ
る
小
説
に
似
て
い
る
と
書
い
て
い
る
。

最
後
に
そ
の
こ
と
を
お
話
し
し
ま
す
。

　
　

�　

萩
原
朔
太
郎
の
「
猫
町
」
を
敷ふ

衍え
ん

す
る
と
、
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
の

「
古
き
魔
術
」に
な
る
。「
古
き
魔
術
」を
一
篇
の
詩
に
省
略
す
る
と「
猫

町
」
に
な
る
。
私
は
こ
の
長
短
二
つ
の
作
品
を
、
な
ぜ
か
非
常
に
愛

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

�

江
戸
川
乱
歩「
猫
町
」（「
小
説
の
泉
」一
九
四
八
年
九
月
、『
幻
影
城
』

一
九
五
一
年
五
月
）
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ア
ル
ジ
ャ
ー
ノ
ン
・
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
、

怪
奇
小
説
家
が
、「
古
き
魔
術
」
と
い
う
小
説
を
書
い
て
い
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、「
猫
町
」
と
と
て
も
よ
く
似
て
い
ま
す
。
旅
人
が
あ
る
町
の
中

に
紛
れ
込
ん
だ
ら
猫
だ
ら
け
だ
っ
た
と
い
う
も
の
で
、
乱
歩
は
そ
の
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
ん
で
す
。
ぼ
く
も
調
べ
て
み
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
朔
太

郎
が
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
を
読
ん
だ
証
拠
は
あ
り
ま
せ
ん
。
海
外
の
怪
奇
小

説
は
「
新
青
年
」
に
ず
い
ぶ
ん
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
翻
訳
は
ま
だ

な
く
て
、
か
な
り
あ
と
に
な
っ
て
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。
江
戸
川

乱
歩
は
英
語
が
と
て
も
よ
く
で
き
て
、
ど
ん
ど
ん
読
ん
で
い
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
朔
太
郎
が
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ッ
ド
を
読
ん
で
考
え
た
の
か
ど
う
か
は
、

朔
太
郎
の
も
の
を
い
く
ら
調
べ
て
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
と
て
も
よ

く
似
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
す
。
そ
し
て
乱
歩
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ

て
い
る
ん
で
す
よ
。

　
　

�　

私
は
嘗
つ
て
「
陰
獣
」
と
い
う
小
説
を
書
い
た
が
、「
陰
獣
」
と

は
猫
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
決
し
て
淫
獣
ま
た
は
艶
獣
と
同
義
語
で
は

な
い
。（
中
略
）
猫
町
と
は
こ
の
陰
獣
の
町
な
の
で
あ
る
。

　
　

江
戸
川
乱
歩
「
猫
町
」

な
ん
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
乱
歩
の
「
陰
獣
」
っ
て
犯
罪

小
説
で
す
か
ら
ね
。「
陰
獣
」
っ
て
猫
の
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
っ
て
、
わ
け

の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
エ
ッ
セ
イ
で
す
ね
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
二
人
の
孤
独
な
窃
視
者
。
乱
歩
が
孤
独
だ
っ
た
か

ど
う
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
ま
あ
孤
独
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け

れ
ど
、
朔
太
郎
の
孤
独
に
は
か
な
わ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
二
人
の
孤
独

な
窃
視
者
が
、
猫
と
い
う
問
題
で
一
致
し
た
。
二
人
の
孤
独
な
窃
視
者
の

夢
想
が
猫
に
収
斂
し
た
と
こ
ろ
で
、
お
話
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
場
内
拍
手
）

〈
質
疑
応
答
〉

質
問
者
Ａ　
今
日
は
た
い
へ
ん
お
も
し
ろ
い
お
話
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
覗
き
見
の
観
点
で
朔
太
郎
の
詩
を
じ
っ
く
り
読
む
と
い
う
の
は

初
め
て
の
体
験
だ
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
な
刺
激
が
あ
っ
て
得
る
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
猫
で
す
と
か
覗
き
見
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
乱
歩
と
朔
太
郎

の
共
通
項
と
い
う
の
は
す
ご
く
感
じ
ら
れ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、一
方
で
、

二
人
に
は
ベ
ク
ト
ル
の
違
い
と
い
う
か
方
向
性
の
違
い
と
い
う
か
、
何
か

差
異
が
あ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
い
て
い
る
の
で
す
が
、
乱
歩
と
朔
太
郎

の
違
い
に
つ
い
て
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
お
聞
き
し
た
い
で
す
。

谷
川　
乱
歩
は
自
分
で
探
偵
小
説
を
確
立
す
る
ん
だ
と
い
う
自
覚
の
も
と

に
、
世
界
中
の
小
説
を
原
文
で
読
ん
で
、
図
書
館
の
よ
う
な
も
の
を
作
っ
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て
、
も
の
す
ご
く
意
識
的
に
や
っ
て
い
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
奇
妙
な
犯

罪
小
説
を
書
い
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
と
て

も
明
る
い
で
す
よ
ね
。
朔
太
郎
は
や
っ
ぱ
り
、
本
当
に
孤
独
な
窃
視
者
の

夢
想
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
、
詩
人
の
気
質
を
ず
っ
と
持
っ
て
い
た
と

思
い
ま
す
。
だ
か
ら
ま
あ
、
覗
き
見
と
か
ガ
ラ
ス
、
レ
ン
ズ
に
対
す
る
興

味
は
共
通
す
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
資
質
は
ず
い
ぶ
ん
違
う
と
思
い

ま
す
ね
。

質
問
者
Ｂ　
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
話
を
伺
っ

て
一
つ
気
に
な
っ
た
の
が
、
朔
太
郎
に
し
て
も
、
乱
歩
に
し
て
も
、
顕
微

鏡
的
な
ま
な
ざ
し
と
い
う
の
が
非
常
に
よ
く
わ
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
一
方
で
、
例
え
ば
稲
垣
足
穂
み
た
い
な
、
望
遠
鏡
で
外
を
、
遠
く
の

方
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
乱
歩
が
愛
し
た
こ
と
の
一
つ
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
が
、
そ
の
辺
の
捉
え
方
と
い
う
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
、
最
後
の
部
分
で
、「
透
明
人
間
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
が
浮
か
ん
だ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
朔
太
郎
や
乱
歩
の
中
に
、
透
明
人
間

の
作
品
は
あ
っ
た
の
か
と
い
う
、
こ
の
二
点
を
お
聞
き
し
た
い
で
す
。

谷
川　
乱
歩
は
望
遠
鏡
の
問
題
に
つ
い
て
は
か
な
り
書
い
て
い
ま
す
ね
。

ち
ょ
っ
と
時
間
が
な
い
の
で
乱
歩
の
小
説
の
紹
介
を
省
略
し
ま
し
た
け
れ

ど
、
望
遠
鏡
で
覗
く
、
そ
こ
で
犯
罪
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
モ
チ
ー
フ

で
書
い
て
い
ま
す
。
朔
太
郎
に
は
、
望
遠
鏡
で
覗
く
と
い
う
の
は
、
ぼ
く

の
知
る
限
り
な
い
で
す
ね
。
確
か
に
、
望
遠
鏡
の
問
題
と
い
う
の
は
違
い

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
透
明
人
間
。
透
明
人
間
の
問
題
は
ね
、
ぼ
く
も

ち
ょ
っ
と
こ
だ
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
あ
れ
は
日
本
で
は
透
明

人
間
と
言
う
け
れ
ど
も
、
英
語
で
はInvisible�M

an

。
見
え
な
い
人
間

な
ん
で
す
よ
。
一
八
九
四
年
に
レ
ン
ト
ゲ
ン
が
Ｘ
線
を
発
見
し
て
、
人
間

を
解
剖
し
な
く
て
も
内
臓
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
一
番

初
め
に
奥
さ
ん
の
手
に
放
射
線
を
当
て
て
見
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
が
衝

撃
を
呼
ん
で
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
の
芸
術
家
は
か
な
り
「
透
明
」

と
い
う
問
題
に
こ
だ
わ
り
始
め
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
透
明
と
は
全
部
透
過

し
ち
ゃ
う
わ
け
で
、
Ｘ
線
は
ど
こ
か
で
止
ま
る
わ
け
で
す
ね
。
骨
の
部
分

で
止
ま
る
か
ら
映
像
が
見
え
る
。

　

隠
れ
蓑
願
望
と
い
う
言
い
方
は
、
透
明
人
間
と
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
け

れ
ど
ね
。
日
本
で
は
透
明
透
明
と
言
い
ま
す
が
、
ガ
ラ
ス
は
透
明
だ
と
い

う
け
れ
ど
も
、
透
明
と
い
う
概
念
は
見
え
る
と
同
時
に
見
え
な
い
。
見
え

な
い
と
同
時
に
見
え
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
な
い
と
透
明
と
は
言
え
な
い

ん
で
す
よ
。
空
気
の
こ
と
は
透
明
と
は
言
い
ま
せ
ん
よ
ね
。
だ
か
ら
そ
の

概
念
は
も
の
す
ご
く
微
妙
な
問
題
が
あ
っ
て
、
実
は
透
明
な
も
の
は
見
え

る
ん
で
す
。
だ
か
らInvisible�M

an

と
い
う
の
は
、そ
の
途
中
で
止
ま
っ

て
し
ま
う
Ｘ
線
を
最
後
ま
で
透
過
し
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
、
と
い
う
問
題
意
識
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
レ
ン
ト
ゲ
ン
の
発
見
の
二
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年
後
く
ら
い
に
書
か
れ
た
小
説
で
す
け
れ
ど
も
。

　

お
答
え
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
二
人
は
透
明
人

間
は
書
い
て
い
な
い
で
す
ね
、
隠
れ
蓑
願
望
と
い
う
の
は
乱
歩
は
書
い
て

い
ま
す
け
れ
ど
ね
。
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