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森
敦
文
学
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
機
能

　
　
―
小
説
・
エ
ッ
セ
イ
・
年
譜
の
相
関
関
係
―

井
上
明
芳

　
　
　

一

　

図
書
館
に
つ
い
て
、
ラ
ン
ガ
ナ
タ
ン
は
言
っ
た
。

　
　

一
、
本
は
利
用
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る

　
　

二
、�

本
は
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
あ
る
。
ま
た
は
、
す
べ
て
の
人
に

本
が
提
供
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い

　
　

三
、
す
べ
て
の
本
を
そ
の
読
者
に

　
　

四
、
読
者
の
時
間
を
節
約
せ
よ

　
　

五
、
図
書
館
は
成
長
す
る
有
機
体
で
あ
る

　

図
書
館
の
五
原
則
と
言
わ
れ
る
こ
の
ラ
ン
ガ
ナ
タ
ン
の
言
葉
が（

（
（

、
相
当

な
苦
労
を
伴
っ
て
実
現
が
目
指
さ
れ
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で

あ
り
、
図
書
館
の
役
割
へ
の
提
言
と
な
っ
た
こ
と
も
文
献
に
記
さ
れ
て
い

る
。
専
門
的
な
図
書
館
学
の
領
域
で
ど
の
よ
う
に
検
証
さ
れ
、
検
討
さ
れ

て
い
る
か
は
不
問
に
付
す
と
し
て
、図
書
館
に
つ
い
て
の
こ
の
五
原
則
は
、

文
学
全
般
と
は
言
わ
ず
と
も
、
森
敦
文
学
に
は
当
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
む
ろ
ん
そ
う
思
う
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
図
書
館
と
森
敦
文
学
を
結

び
つ
け
る
論
点
に
な
り
得
る
わ
け
で
は
な
い
。
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そ
も
そ
も
森
敦
文
学
は
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
る
近
代
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の

一
つ
で
あ
り
、
記
録
を
残
す
習
慣
が
起
源
で
あ
る
と
さ
れ
る
図
書
館
に

と
っ
て
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
森
敦
文
学
が
保
存
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
語

文
化
の
〈
知
〉
が
累
積
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
性
質
が
森
敦
文
学
自
体
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　

ラ
ン
ガ
ナ
タ
ン
の
五
原
則
の
厳
密
な
意
味
は
別
に
し
て
、
敷
衍
し
て
こ

の
原
則
を
森
敦
文
学
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
、
一
か
ら
三
、五
に
つ
い
て

は
そ
れ
ほ
ど
難
な
く
済
ま
せ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
森
敦
文

学
は
い
か
な
る
読
者
も
拒
む
こ
と
は
な
い
し
、興
味
の
あ
る
読
者
に
は『
森

敦
全
集
』
に
よ
っ
て
提
供
が
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
森
敦
文
学
は

読
者
の
た
め
に
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
読
者
の
た
め
に
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
読
ま
れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
読

む
自
由
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
確
保
に
よ
っ
て

読
者
は
自
由
に
森
敦
文
学
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
森
敦
文
学
が

成
長
す
る
有
機
体
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
読
者
が
い
つ
で
も
新
し
く

解
釈
を
加
え
、
イ
メ
ー
ジ
を
豊
富
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

一
か
ら
三
、五
の
原
則
は
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
四
「
読

者
の
時
間
を
節
約
せ
よ
」
は
森
敦
文
学
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
に
な
る

で
あ
ろ
う
か
。
四
つ
目
の
原
則
は
、
い
わ
ゆ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
指
し
、

図
書
館
で
の
重
要
な
機
能
と
し
て
、
利
用
者
の
文
献
を
探
す
た
め
の
時
間

が
極
力
短
く
な
る
よ
う
、
目
的
の
文
献
を
素
早
く
提
供
す
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
そ
う
捉
え
て
よ
い
な
ら
ば
、
森
敦
文
学
に
は
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

機
能
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
仮
定
を
先
行
さ
せ
る
つ
も
り
は
な

い
が
、
ラ
ン
ガ
ナ
タ
ン
の
図
書
館
五
原
則
は
、
森
敦
文
学
を
改
め
て
捉
え

る
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
森
敦
文
学
に
と
っ
て
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
は

一
体
何
か
。

　

森
敦
文
学
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
森
敦
自
身
と
書
か
れ
た
作
品
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
森
敦
自
身
と
は
、
そ
の
実
在
の
み
な
ら
ず
、
生
き
て
き

た
生
涯
も
含
む
。
生
活
し
た
り
訪
れ
た
り
し
た
場
所
、
関
係
し
た
人
物
な

ど
森
敦
年
譜
に
記
さ
れ
る
事
項
は
、
そ
の
す
べ
て
で
森
敦
の
生
涯
を
網
羅

的
に
記
録
し
て
い
る
。
作
品
の
執
筆
や
発
表
に
つ
い
て
も
記
載
さ
れ
る
事

項
の
一
つ
で
あ
る
。
一
方
、
作
品
は
作
者
の
意
図
、
意
識
に
基
づ
い
て
書

か
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
読
者
の
解
釈
は
自
由
で
あ
り
、
作
者

の
意
図
、
意
識
は
読
ま
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
わ
ゆ
る
〈
読
み
〉
の

可
能
性
で
あ
る
。
作
品
は
森
敦
の
年
譜
的
事
項
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
作
品
は
森
敦
が
書
い
て
お
り
、
そ
の
他
な
ら
な

さ
は
森
敦
の
年
譜
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
表
し
て
い
る
。
森

敦
が
作
品
を
書
い
た
こ
と
、
こ
の
年
譜
の
記
載
事
項
は
一
体
何
を
意
味
す
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る
の
だ
ろ
う
か
。

　

確
認
の
た
め
、
森
敦
の
生
涯
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う（

（
（

。

　

森
敦
は
明
治
四
五
年
一
月
二
二
日
、
長
崎
県
長
崎
市
銀
屋
町
に
生
ま
れ

る
。
本
籍
地
は
熊
本
県
天
草
郡
富
岡
町
で
あ
る
。
そ
の
後
京
城
に
一
家
で

転
居
し
、
京
城
府
公
立
鍾
路
尋
常
小
学
校
を
卒
業
、
京
城
公
立
中
学
校
に

入
学
す
る
。
こ
の
と
き
文
芸
講
演
会
に
来
て
い
た
菊
池
寛
、
横
光
利
一
を

知
る
。
こ
れ
が
機
縁
と
な
っ
て
の
ち
に
昭
和
九
年
二
二
歳
の
と
き
、
横
光

の
推
輓
で
「
酩
酊
船
」
を
『
東
京
日
日
新
聞
』『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
連

載
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
松
本
に
移
り
、
さ
ら
に
昭
和
一
〇
年
頃
、

奈
良
に
住
む
。
こ
の
と
き
前
田
よ
し
と
娘
の
暘
を
知
り
、
結
婚
の
約
束
を

す
る
。の
ち
瑜
伽
山
に
住
み
、こ
こ
を
拠
点
に
樺
太
に
行
っ
た
り
蟹
工
船
、

捕
鯨
船
に
乗
っ
た
り
す
る
。
前
田
暘
と
結
婚
す
る
た
め
に
、
実
家
の
あ
る

山
形
県
酒
田
を
訪
れ
る
。

　

昭
和
一
五
年
富
岡
光
学
機
械
製
造
所
に
入
社
し
、
東
京
市
大
森
に
転
居

す
る
。
昭
和
二
〇
年
の
終
戦
ま
で
勤
務
す
る
。
昭
和
二
四
～
二
五
年
妻
暘

が
入
院
し
、
義
母
が
看
護
を
引
き
受
け
、
森
敦
に
遍
歴
を
勧
め
る
。
山
形

県
庄
内
地
方
の
湯
野
浜
か
ら
加
茂
、
大
山
、
吹
浦
、
狩
川
、
鶴
岡
や
秋
田

県
象
潟
ま
で
足
を
の
ば
す
。
昭
和
二
六
年
、
山
形
県
東
田
川
郡
朝
日
村
に

あ
る
注
連
寺
に
行
き
、
滞
在
す
る
。
翌
二
七
年
五
月
、
注
連
寺
を
去
り
、

東
京
に
戻
る
が
、
一
〇
月
再
び
鶴
岡
市
大
山
を
訪
れ
、
こ
こ
を
拠
点
に
隣

り
の
上
郷
村
を
訪
れ
る
。
上
郷
村
は
横
光
利
一
が
戦
争
末
期
疎
開
を
し
て

い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

そ
の
後
も
遍
歴
は
続
く
。
大
山
か
ら
東
京
に
戻
る
も
の
の
、
昭
和
三
〇

年
酒
田
や
鶴
岡
周
辺
を
再
訪
し
、
狩
川
、
北
俣
村
、
湯
野
浜
に
滞
在
す
る
。

吹
浦
に
移
り
、
妻
暘
と
住
む
。
さ
ら
に
吹
浦
か
ら
酒
田
へ
転
居
す
る
。

　

昭
和
三
二
年
四
月
酒
田
に
滞
在
し
て
い
た
が
、
母
の
治
療
の
た
め
三
重

県
尾
鷲
に
転
居
を
計
画
し
、
熊
野
川
の
上
流
の
電
源
開
発
株
式
会
社
北
山

川
建
設
所
に
勤
め
、
尾
鷲
連
絡
詰
所
に
移
り
、
用
地
係
と
な
る
。
奈
良
県

吉
野
郡
池
原
に
滞
在
す
る
。
こ
の
頃
ジ
ー
プ
で
尾
鷲
一
帯
を
案
内
し
て
も

ら
う
。
尾
鷲
市
に
転
居
。

　

昭
和
三
五
年
、
電
源
開
発
株
式
会
社
を
退
職
し
、
新
潟
県
弥
彦
に
転
居

す
る
。
昭
和
三
七
年
四
月
に
は
大
山
に
再
び
転
居
す
る
。
昭
和
四
〇
年
島

尾
正
に
千
代
田
出
版
印
刷
を
紹
介
さ
れ
、
東
京
府
中
に
戻
り
、
翌
年
調
布

に
転
居
す
る
。

　

昭
和
四
四
年
、
の
ち
の
「
月
山
」
の
先
駆
的
草
稿
を
書
く
が
未
完
に
終

わ
る
。
翌
年
一
二
月
妻
暘
が
入
院
す
る
。
昭
和
四
八
年
『
季
刊
藝
術
』
に

「
月
山
」
を
発
表
す
る
。
翌
年
一
月
「
月
山
」
で
第
七
〇
回
芥
川
賞
を
受

賞
す
る
。
六
二
歳
と
い
う
当
時
最
高
齢
で
の
受
賞
で
あ
っ
た
こ
と
や
昭
和

九
年
に
「
酩
酊
船
」
を
発
表
し
て
以
来
お
よ
そ
四
〇
年
後
に
再
び
文
壇
に

返
り
咲
い
た
よ
う
に
見
え
た
こ
と
、「
月
山
」
の
幽
明
界
を
想
わ
せ
る
印
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象
的
な
内
容
が
森
敦
の
体
験
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
な
ど
を
き
っ
か
け
と

し
て
、
こ
れ
ま
で
の
遍
歴
に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
る
機
会
が
増
え
た
。
昭
和

五
一
年
頃
か
ら
は「
わ
が
人
生
」と
い
う
演
題
で
講
演
の
依
頼
が
増
え
る
。

ま
た
、
か
つ
て
滞
在
し
た
各
地
を
再
訪
す
る
。
そ
れ
に
基
づ
い
た
エ
ッ
セ

イ
も
た
く
さ
ん
発
表
さ
れ
る
。

　

こ
れ
以
降
、
調
布
か
ら
市
ヶ
谷
田
町
に
転
居
し
た
の
を
最
後
に
、
森
敦

の
遍
歴
は
終
わ
り
、
平
成
元
年
七
月
二
九
日
、
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
享

年
七
七
歳
で
あ
っ
た
。

　

以
上
、乱
暴
な
略
記
を
試
み
た
が
、こ
れ
だ
け
で
も
森
敦
が
遍
歴
の
日
々

を
送
っ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
森
敦
の
作
品
を
読

み
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
で
、
ど
の
よ
う
な
人
生
を

送
っ
て
き
た
の
か
と
い
っ
た
素
朴
な
問
い
か
ら
森
敦
を
知
ろ
う
と
し
て
ま

ず
年
譜
を
見
れ
ば
、
そ
の
遍
歴
の
人
生
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、

庄
内
地
方
の
吹
浦
、
酒
田
、
朝
日
村
・
注
連
寺
、
新
潟
県
弥
彦
、
三
重
県

尾
鷲
な
ど
は
、そ
の
ま
ま
森
敦
の
作
品
の
題
名
に
、あ
る
い
は
舞
台
に
な
っ

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。

　

列
記
す
れ
ば
、
題
名
に
地
名
が
入
っ
て
い
る
作
品
に
「
吹
浦
ま
で
」（
昭

三
一
・
三
）、「
吹
浦
に
て
」（
昭
和
三
一
・
六
）「
吹
浦
」（
昭
四
〇
・
七
）

「
弥
彦
に
て
」（
昭
和
四
三
・
四
）「
吹
浦
ま
で
」（
昭
四
三
・
七
）が
あ
る
。

ま
た
完
成
に
は
到
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、「
尾
鷲
に
て
」「
大
山
に
て
」「
月

山
に
て
」
と
い
っ
た
草
稿
も
残
っ
て
い
る（

3
（

。
さ
ら
に
遍
歴
の
地
を
舞
台
に

し
た
作
品
と
し
て
は
、
朝
日
村
七
五
三
掛
地
区
に
あ
る
注
連
寺
に
籠
も
っ

た
体
験
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
「
月
山
」（
昭
四
八
・
七
）
や
「
天
沼
」（
昭

和
四
九
・
一
）を
は
じ
め
、『
鳥
海
山
』（
昭
四
九
・
五
）、晩
年
の
大
作『
わ

れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
』（
昭
六
二
・
五
）
が
あ
る
。
と
り
わ
け
こ
の
大

作
は
庄
内
平
野
の
ほ
ぼ
全
域
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
尾
鷲
を
舞
台
に
し
て

い
る
作
と
し
て
は
「
天
上
の
眺
め
」（
昭
四
九
・
五
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
加
え
れ
ば
、
遍
歴
先
で
出
会
っ
た
人
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る「
も
く
え
ん（
杢
右
ヱ
門
）の
木
小
屋
」（
昭
三
二
・
六
）や「
門

脇
守
之
助
の
生
涯
」（
平
元
・
三
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
挙
げ
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
こ
の
く
ら
い
に
留
め
て
お
こ
う
。

　

し
た
が
っ
て
年
譜
に
よ
っ
て
、
ご
く
単
純
に
森
敦
と
そ
の
文
学
を
つ
な

ぐ
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
森
敦
が
実
際
に
暮
ら
し
、
体
験
し
た
こ
と
が
踏

ま
え
ら
れ
て
作
品
が
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
捉
え
方
が
可
能
に
な
る
。
い

わ
ば
、
森
敦
文
学
の
全
体
像
を
知
ら
せ
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
機
能
が
年
譜

に
は
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
家
論
的
な
言
及
も
で

き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
は
し
か
し
、
森
敦
年
譜
に
は
限
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
作
家
に
共
通

し
て
言
い
得
る
こ
と
で
あ
り
、
取
り
立
て
て
森
敦
年
譜
に
の
み
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
機
能
を
指
摘
す
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
森
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敦
年
譜
が
、
実
は
森
敦
自
身
が
書
き
記
し
た
り
語
っ
た
り
し
た
こ
と
に

よ
っ
て
想
起
が
可
能
に
な
る
傾
向
が
あ
る
点
で
あ
る
。
む
ろ
ん
す
べ
て
で

は
な
い
が
、
先
に
掲
げ
た
通
り
小
説
は
森
敦
の
遍
歴
と
密
接
に
関
わ
っ
て

お
り
、
エ
ッ
セ
イ
な
ど
に
繰
り
返
し
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
年
譜
と
小
説
、
エ
ッ
セ
イ
に
は
相
互
に
相
関
的
な
関

係
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
が

そ
れ
自
体
で
独
立
し
て
読
め
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
森

敦
が
自
ら
書
き
記
し
た
エ
ッ
セ
イ
は
年
譜
事
項
を
補
完
し
、
そ
の
補
完
に

よ
っ
て
小
説
の
〈
読
み
〉
が
補
完
さ
れ
る
。
こ
れ
が
過
言
な
ら
ば
、
少
な

く
と
も
小
説
か
ら
受
け
る
印
象
が
変
わ
る
。

　

さ
ら
に
言
い
換
え
よ
う
。小
説
は
本
源
的
に
虚
構
を
成
す
言
説
で
あ
り
、

一
方
年
譜
事
項
は
森
敦
の
実
在
を
表
す
現
実
性
、
事
実
性
の
強
い
言
説
で

あ
る
。エ
ッ
セ
イ
は
言
っ
て
し
ま
え
ば
、そ
の
両
者
の
境
界
に
存
在
す
る
。

書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
れ
ば
虚
構
性
が
強
く
、
在
っ
た

こ
と
を
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
事
実
性
が
強
い
と
捉
え

ら
れ
る
。
が
、
そ
の
両
者
の
境
界
に
在
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
実
は
小

説
に
、実
は
年
譜
に
拠
っ
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。つ
ま
り
、

三
者
に
見
出
さ
れ
る
相
関
関
係
は
、
相
互
に
根
拠
が
あ
り
、
相
互
の
証
明

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

二

　

相
互
に
証
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
を
慎
重
に
受
け
と
め
れ
ば
、

小
説
、
エ
ッ
セ
イ
、
年
譜
は
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
に
示
唆
す
る
こ
と
が

見
え
て
く
る
。
示
唆
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
関
係
を
結
ん
で
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
小
説
の
内
容
が
エ
ッ
セ
イ
あ
る
い
は
年
譜
に
も
記
載
が

あ
る
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
機
能
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
、

こ
の
機
能
は
相
互
の
関
係
を
取
り
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。例
え
ば
、

次
の
よ
う
で
あ
る
。「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
は
後
半
で
、
そ
れ
ま

で
語
ら
れ
て
き
た
庄
内
平
野
を
舞
台
と
す
る
物
語
に
、「
わ
た
し
」
が
再
々

訪
し
、
か
つ
て
逢
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
た
ち
と
出
逢
う
場
面
が
あ
る
。
構

造
的
な
問
題（

（
（

は
措
い
て
お
く
と
し
て
、
次
の
引
用
は
、
ど
こ
か
で
読
ん
だ

覚
え
の
あ
る
場
面
で
あ
る
。

　
　

�　

路
地
奥
の
サ
キ
の
家
は
意
外
な
ほ
ど
す
ぐ
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ

れ
も
ま
っ
た
く
も
と
の
ま
ま
で
す
。し
か
も
、だ
れ
も
い
な
い
と
思
っ

て
い
た
の
に
、
髪
も
お
ど
ろ
な
女
が
出
て
来
ま
し
た
。
腰
も
曲
が
っ

て
い
ま
す
。
サ
キ
の
が
が

0

0

な
ら
た
し
か
サ
キ
の
逝
ぎ
た
だ
だ

0

0

よ
り
十

は
年
上
だ
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
ん
な
年
寄
り
な
は
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ず
は
な
い
と
い
う
気
が
す
る
も
の
の
、
ど
こ
か
に
サ
キ
に
似
た
面
影

が
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
　
「
も
し
か
し
て
、
サ
キ
の
が
が

0

0

さ
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」

　
　

�　

わ
た
し
が
言
う
と
女
は
面
を
上
げ
、
険
し
い
目
つ
き
で
見
返
し
た

と
思
う
と
手
を
振
っ
て
、

　
　
「
知
ら
ね
え
！
」

　
　
　

と
、
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
で
す
。

　
　
「
そ
う
で
す
か
。
わ
た
し
を
覚
え
て
い
ま
せ
ん
か
」

　
　
「
お
前
を
？　

知
ら
ね
え
っ
た
ら
、
知
ら
ね
え
！
」

　
　

�　

わ
た
し
は
逝
ぎ
た
も
の
を
追
う
こ
と
の
愚
か
さ
を
思
わ
な
い
で
は

い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。　　
　
　
　

（「
わ
れ
逝
く
も
の
ご
と
く
」）

　

庄
内
地
方
の
加
茂
地
区
を
再
々
訪
し
た
「
わ
た
し
」
は
、
サ
キ
の
が
が

を
覚
え
て
い
て
声
を
か
け
る
。
が
、
が
が
は
知
ら
な
い
と
い
う
。
し
か
も

邪
険
に
で
あ
る
。「
そ
う
で
す
か
、
わ
た
し
を
覚
え
て
い
ま
せ
ん
か
」
と

繰
り
返
し
て
も
、
返
っ
て
く
る
言
葉
は
「
知
ら
ね
え
」
で
あ
る
。
こ
れ
は

次
の
引
用
と
符
合
し
て
い
た
。

　
　

�　

ど
の
家
か
ら
も
見
知
ら
ぬ
人
が
出
て
来
、
ひ
ょ
っ
こ
り
と
老
婆
が

顔
を
見
せ
た
。
髪
も
乱
れ
腰
も
曲
が
っ
て
い
る
が
、
黒
子
が
あ
る
。

東
敏
江
さ
ん
だ
と
す
ぐ
わ
か
っ
た
。
敏
江
さ
ん
は
お
茶
を
教
え
て
い

た
。活
け
花
を
教
え
て
い
た
。よ
く
山
荘
に
来
て
は
茶
を
点
て
た
り
、

花
を
活
け
た
り
し
て
下
さ
っ
た
。
知
る
ほ
ど
の
人
は
死
ん
で
し
ま
っ

た
の
に
、
こ
の
人
が
ま
だ
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
懐
か
し
さ
に
思

わ
ず
声
を
掛
け
た
が
、
知
ら
ん
と
い
う
邪
険
な
声
が
返
っ
て
き
た
。

な
に
か
払
う
よ
う
に
白
い
蓬
髪
の
上
で
手
も
振
っ
て
い
る
。
ぼ
く
で

す
よ
、
覚
え
て
い
ま
せ
ん
か
。
知
ら
ん
。
よ
く
お
茶
を
点
て
た
り
、

花
を
活
け
た
り
し
て
下
さ
っ
た
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
知
ら
ん
、
知

ら
ん
。
食
事
の
面
倒
ま
で
見
て
下
さ
っ
た
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
知

ら
ん
、
知
ら
ん
、
知
ら
ん
い
う
た
ら
知
ら
ん
。
老
婆
は
格
子
を
開
け

て
、
よ
た
よ
た
と
家
の
中
に
消
え
て
行
っ
た
。（『

月
山
抄
』「
星
霜
」）

　

こ
こ
に
は
、
か
つ
て
住
ん
で
い
た
奈
良
の
瑜
伽
山
を
再
訪
し
た
と
き
の

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。「
知
る
ほ
ど
の
人
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
」
と
思
っ

て
い
た
が
、
東
敏
江
が
生
き
て
い
た
こ
と
、
し
か
し
「
知
ら
ん
」
と
邪
険

な
声
が
返
っ
て
く
る
こ
と
、「
ぼ
く
で
す
よ
、
覚
え
て
い
ま
せ
ん
か
」
と

問
い
か
け
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
前
出
の
「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
の

場
面
と
符
合
し
て
い
る
。
既
視
感
に
満
ち
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
別

の
作
品
で
読
ん
だ
と
い
う
既
視
感
は
、
た
ん
に
似
て
い
る
だ
け
と
言
っ
て
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済
ま
せ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

確
か
に
瑜
伽
山
は
奈
良
に
あ
り
、「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
は
庄

内
平
野
が
舞
台
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
一
致
は
と
も
に
か
つ
て
遍
歴

し
た
地
を
再
び
訪
れ
た
点
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
一
致
が
レ
フ
ァ
レ
ン

ス
と
し
て
作
用
し
、
関
連
事
項
が
選
り
抜
か
れ
る
。
年
譜
に
は
、
昭
和

一
〇
年
頃
瑜
伽
山
に
移
り
住
ん
だ
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
そ
の
後
昭
和

四
九
年
一
月
「
月
山
」
で
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
後
、
自
身
の
遍
歴
を
尋
ね

ら
れ
る
機
会
が
増
え
る
と
と
も
に
、
か
つ
て
遍
歴
し
た
地
を
森
敦
は
再
び

訪
れ
る
。
瑜
伽
山
を
訪
れ
た
の
は
昭
和
五
〇
年
で
あ
る
。
一
方
、「
わ
れ

逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
の
先
の
引
用
の
舞
台
は
庄
内
地
方
の
加
茂
地
区
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
昭
和
二
四
年
頃
に
滞
在
し
、
後
昭
和
四
九
年
に
は
加
茂

地
区
だ
け
で
な
く
、
庄
内
地
方
の
か
つ
て
の
遍
歴
の
地
を
た
び
た
び
訪
れ

る
。
先
の
「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
の
「
わ
た
し
」
が
再
訪
、
再
々

訪
す
る
こ
と
が
惹
起
さ
れ
る
。
瑜
伽
山
の
再
訪
後
書
か
れ
た
の
が
「
星
霜
」

で
あ
り
、
そ
れ
を
含
む
『
月
山
抄
』
が
連
載
さ
れ
た
の
が
、
昭
和
五
七
年

六
月
か
ら
同
五
九
年
八
月
ま
で
で
あ
る
。
庄
内
地
方
を
繰
り
返
し
訪
れ
、

「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
の
連
載
が
開
始
さ
れ
た
の
が
昭
和
五
九
年

三
月
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
作
品
は
同
時
期
に
書
か
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

小
説
と
エ
ッ
セ
イ
と
の
描
写
の
一
致
は
さ
さ
や
か
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

一
致
が
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し
て
機
能
し
、
森
敦
の
年
譜
を
想
起
さ
せ
る
。

し
か
も
そ
こ
に
は
更
新
さ
れ
た
情
報
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
再

び
訪
れ
た
こ
と
で
得
た
の
は
懐
か
し
さ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

森
敦
自
身
覚
え
て
い
て
も
、
相
手
は
忘
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
り
、

「
逝
ぎ
た
も
の
を
追
う
こ
と
の
愚
か
さ
を
思
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
」
と
い
う
思
い
を
想
像
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
本
来
虚

構
で
あ
る
「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
で
は
登
場
人
物
「
わ
た
し
」
の

言
葉
と
し
て
記
さ
れ
る
。
再
び
訪
れ
る
こ
と
に
と
も
な
う
感
慨
は
、
虚
構

で
あ
る
小
説
で
実
現
さ
れ
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
実
際
に
再

び
訪
れ
た
体
験
を
語
る
「
星
霜
」
に
直
接
記
さ
れ
な
く
と
も
、
相
関
的
な

関
係
に
よ
っ
て
「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
で
事
象
の
一
致
が
な
さ
れ

れ
ば
、
瑜
伽
山
へ
の
再
訪
時
の
森
敦
の
思
い
が
想
起
さ
れ
る
。

　

重
要
な
の
は
「
星
霜
」
が
『
月
山
抄
』（
昭
和
六
〇
・
九
）
の
一
節
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
森
敦
全
集
』第
六
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る『
月

山
抄
』
は
、
森
富
子
に
よ
る
解
題
で
は
、
全
体
と
し
て
「
わ
た
し
の
遍
歴
」

が
語
ら
れ
て
い
る
と
し
、
単
行
本
『
月
山
抄
』
の
扉
裏
の
言
葉
を
紹
介
し

て
い
る
。

　
　

�　

こ
れ
は
わ
た
し
の
遍
歴
で
あ
る
。
想
え
ば
わ
た
し
の
生
涯
が
す
で

に
遍
歴
で
、
敢
え
て
な
に
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
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そ
れ
で
も
達
成
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
到
達
し
た
が
ご
と
き
心

地
が
す
る
。

　
「
わ
た
し
の
遍
歴
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
原
則
的
に
年
譜
の
記
載
順
と

同
じ
行
程
を
辿
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
森
敦
自
身
の
言
葉
に

よ
っ
て
邂
逅
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
信
用
度
が
高
く
な
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
実
際
に
経
験
し
て
き
た
こ
と
を
、
今
度
は
自
分
の
言
葉
で
辿
る

こ
と
を
意
味
す
る
。語
る
こ
と
に
よ
る
体
験
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
か
つ
て
の
経
験
を
言
葉
で
再
現
す
る
と
い
う
捉
え
方
で
は
不
足

し
て
い
る
。
か
つ
て
の
経
験
の
再
現
は
言
葉
で
行
う
。
と
い
う
こ
と
は
、

今
書
い
て
い
る
言
葉
の
選
択
が
あ
り
、
そ
の
選
択
し
た
言
葉
で
か
つ
て
の

経
験
を
整
序
す
る
の
で
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
過
去
は
あ
っ
た
が
ま
ま

に
再
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
選
ば
れ
た
言
葉
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
、
語

ら
れ
た
過
去
と
な
っ
て
再
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
っ
た
が
ま
ま
に
再
現

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。
語
ら
れ
な
け
れ
ば
過
去
と
し
て
認
識
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、『
月
山
抄
』
の
扉
裏
の
言
葉
の
「
そ
れ

で
も
達
成
す
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、到
達
し
た
が
ご
と
き
心
地
が
す
る
」

と
は
、
い
わ
ゆ
る
人
生
観
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
「
心
地
が

す
る
」
の
が
今
で
あ
る
か
ら
に
は
、
自
ら
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
生
を
体

験
し
直
し
た
と
い
う
達
成
感
の
表
れ
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
遍
歴
の
人
生

を
、
言
葉
で
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
遍
歴
す
る
。
妙
な
言
い
方
に
映
る
か
も

し
れ
な
い
が
、『
月
山
抄
』
に
見
ら
れ
る
森
敦
の
遍
歴
の
人
生
は
、
語
ら

れ
る
こ
と
で
遍
歴
と
し
て
、
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
実

際
の
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
得
た
と
し
て
も
、
語
る
こ
と
で
経
験
自

体
が
語
ら
れ
た
経
験
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
言
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
記
憶
が
記
録
に
な
り
、
過
去
か

ら
未
来
に
向
け
て
遍
歴
は
整
序
さ
れ
、
一
つ
の
人
生
を
形
づ
く
る
。
記
録

で
あ
る
か
ら
、
一
つ
一
つ
の
事
項
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
、
そ

の
と
き
在
っ
た
こ
と
と
し
て
栞
を
挟
む
こ
と
が
で
き
る
。
栞
は
歩
み
の
跡

を
残
す
枝
折
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
章
が
一
行
ず
つ
紡
が
れ
て
い
く
こ
と

に
似
て
い
る
。『
月
山
抄
』
に
は
幼
少
期
か
ら
注
連
寺
に
籠
も
っ
た
と
き

ま
で
が
語
ら
れ
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
一
つ
の
歩
み
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
遍
歴
を
順
に
語
る
か
ら
ば
か
り
で
は

な
い
。
実
際
が
そ
う
だ
っ
た
と
し
て
も
、
遍
歴
を
一
つ
ず
つ
枝
折
り
な
が

ら
、
森
敦
が
森
敦
の
人
生
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
今
、
体
験
し
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
人
生
を
生
き
抜
い
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
人
生
が
作
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
同
一
の
、
た
だ
し
別
の
仕
方
で
。

　

別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
一
つ
一
つ
の
経
験
が
、
出
来
事
と
し
て
集
成

さ
れ
る
。
経
験
は
確
か
に
言
葉
で
は
な
か
っ
た
が
、
出
来
事
は
言
葉
で
あ

り
、
そ
れ
ら
が
一
つ
に
ま
と
ま
り
遍
歴
と
な
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
コ
レ
ク
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シ
ョ
ン
の
性
質
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
森
敦
文
学
に

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
性
質
を
指
摘
し
た
所
以
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
重
要
な
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。「
わ
た
し
の
遍
歴
」
が
語
ら
れ

て
い
る
書
名
が
『
月
山
抄
』
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
の
略
記
し

た
年
譜
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、「
月
山
」
発
表
以
降
、
遍
歴
は
な
い
。

と
い
う
こ
と
は
、「
月
山
」発
表
ま
で
が
遍
歴
期
と
捉
え
ら
れ
、そ
れ
が「
月

山
」
を
完
成
し
発
表
す
る
こ
と
で
熄
む
の
で
あ
れ
ば
、「
月
山
」
は
遍
歴

の
終
着
点
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
遍
歴
自
体
に
「
月
山
」
が

書
か
れ
る
要
因
と
し
て
の
意
味
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
「
月
山
」
以
降
の
年
譜
事
項
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の
終
着
点
は
「
月

山
」
以
前
と
以
降
を
分
け
る
年
譜
上
の
分
岐
点
と
も
な
っ
て
い
る
。
遍
歴

途
上
に
書
か
れ
る
作
品
が
た
び
た
び
書
き
換
え
ら
れ
、「
月
山
」
発
表
以

降
に
完
成
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た
、「
月
山
」
発
表
以
降
は
、
そ
れ
ま
で
の

遍
歴
に
つ
い
て
語
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
、
小
説
を
書

い
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
「
月
山
」
が
分
岐
点
で
あ
る
証
左
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
月
山
抄
』
は
「
月
山
」
を
年
譜
上
の
分
岐
点
と
し
て
措
定
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
到
る
ま
で
の
体
験
を
「
遍
歴
」
と
し
て
辿
り

直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
整
序
で
あ
り
、
文
章
と
い
う
一
つ
の
線

条
的
な
発
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
遍
歴
の
体
験
の
一
つ
の
可
能
性
で
あ

り
、
一
つ
の
顕
れ
で
あ
る
。
し
か
も
エ
ッ
セ
イ
に
は
具
体
的
な
年
月
が
ほ

ぼ
記
さ
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
こ
の
体
験
自
体
が
時
系
列
に
沿
っ
て
行

わ
れ
る
の
で
は
な
く
、出
来
事
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

具
体
的
な
年
月
は
年
譜
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
文
字
通
り
「
抄
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
実

現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

語
ら
れ
る
事
項
が
、
年
譜
の
そ
れ
と
一
致
し
、
確
認
さ
れ
る
。
と
す
れ

ば
、エ
ッ
セ
イ
は
年
譜
の
記
載
事
項
の
内
容
の
根
拠
に
な
り
、年
譜
は
エ
ッ

セ
イ
の
内
容
に
具
体
的
な
年
月
を
時
系
列
に
沿
っ
て
与
え
、
か
つ
て
実
際

に
在
っ
た
と
い
う
根
拠
に
な
る
。
先
述
し
た
「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」

の
記
述
が
エ
ッ
セ
イ
と
の
関
係
に
見
出
さ
れ
た
こ
と
を
思
い
出
せ
ば
、
こ

こ
に
三
者
の
相
関
関
係
は
見
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

　

根
拠
が
相
互
に
求
め
ら
れ
、
相
互
に
証
左
と
な
る
こ
の
相
関
関
係
は
次

の
こ
と
を
開
示
し
て
く
る
。す
な
わ
ち
、森
敦
が
森
敦
自
身
の
言
葉
に
よ
っ

て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と

く
」
の
前
掲
の
場
面
は
、
エ
ッ
セ
イ
に
確
か
に
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
既

視
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
似
て
い
る
だ
け
と
い
う
判
断
を
な
い
が
し
ろ

に
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
森
敦
が
森
敦
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
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か
と
言
っ
て
、
小
説
に
森
敦
の
実
人
生
上
の
体
験
が
正
確
に
描
か
れ
て

い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
エ
ッ
セ
イ
に
も
必
ず
し
も
実
人
生
上
の
体
験
が

正
確
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
注
連
寺
に
籠
も
っ
た

体
験
で
あ
る
。
こ
れ
に
基
づ
い
て
「
月
山
」
は
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
。「
月

山
」
に
は
、
寺
の
じ
さ
ま
が
一
人
で
寺
を
守
っ
て
い
る
と
描
か
れ
る
。
そ

れ
は
エ
ッ
セ
イ
も
同
様
で
あ
る
。

　
　

�　

浪
々
の
末
、
ぼ
く
は
月
山
の
山
ふ
と
こ
ろ
な
る
朝
日
村
―
―
当
時

は
東
村
と
い
っ
た
―
―
大
網
七
五
三
掛
の
注
連
寺
に
辿
り
つ
い
た
。

注
連
寺
は
湯
殿
山
口
真
言
四
ヵ
寺
の
ひ
と
つ
で
、
伽
藍
は
か
つ
て
の

繁
栄
を
思
わ
す
雄
大
な
結
構
を
み
せ
て
い
た
が
、
雪
崩
に
傾
い
て
荒

廃
し
き
っ
て
い
た
。
ま
た
、
伽
藍
に
接
続
し
て
大
き
な
二
階
建
の
庫

裡
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
伽
藍
の
傾
き
に
押
さ
れ
て
、
傾
い

て
い
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
天
井
板
も
な
く
、
床
も
板
敷
き
の
ま
ま

畳
も
な
い
。
間
仕
切
り
ら
し
い
も
の
は
あ
る
も
の
の
、
襖
も
な
け
れ

ば
障
子
も
な
い
。
し
か
も
、
寺
に
は
寺
守
り
の
門
脇
と
い
う
じ
さ
ま

0

0

0

が
ひ
と
り
い
る
き
り
で
あ
る
。　
（「
人
間
の
生
涯
」
昭
和
五
七
・
五
）

　

こ
の
記
述
に
基
づ
き
現
地
調
査（

5
（

を
行
っ
た
結
果
は
し
か
し
、
違
っ
た
。

寺
の
じ
さ
ま
の
名
は
確
か
に
門
脇
守
之
助
で
あ
っ
た
。
が
、
一
人
で
住
ん

で
い
た
の
は
な
か
っ
た
。
妻
久
和
と
ふ
た
り
で
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

が
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
門
脇
守
之
助
は
一
人

で
寺
を
守
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
む
し
ろ
こ
れ
は
「
月
山
」
の
寺
守
の
じ

さ
ま
で
あ
る
。
し
か
も
「
月
山
」
で
は
「
わ
た
し
」
は
庫
裡
に
一
人
で
祈

禱
簿
で
作
っ
た
蚊
帳
を
吊
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、

実
は
隣
に
渡
部
良
策
も
住
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
エ
ッ
セ
イ
は

必
ず
し
も
実
際
の
経
験
が
そ
の
ま
ま
に
描
か
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の

で
あ
る
。そ
の
意
味
で
エ
ッ
セ
イ
は
虚
構
性
を
有
し
て
い
る
。と
す
る
と
、

エ
ッ
セ
イ
を
相
関
的
に
内
容
の
根
拠
と
す
る
年
譜
自
体
が
、
虚
構
化
す
る

と
捉
え
ら
れ
る
。「
月
山
」
も
エ
ッ
セ
イ
も
年
譜
も
虚
構
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
こ
こ
に
森
敦
が
森
敦
自
身
の
言
葉
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う

意
味
を
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　

見
方
を
換
え
れ
ば
、
森
敦
の
小
説
も
エ
ッ
セ
イ
も
年
譜
も
、
そ
の
範
疇

で
あ
る
限
り
は
す
べ
て
が
事
実
で
あ
り
、疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
虚
構
と
か
実
際
と
か
と
い
っ
た
問
題
も
生
じ
る
こ
と
は
な

く
、小
説
が
エ
ッ
セ
イ
を
、エ
ッ
セ
イ
が
年
譜
を
、年
譜
が
小
説
を
と
い
っ

た
相
関
的
な
関
係
を
指
し
示
す
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
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れ
る
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
森
敦
の
記
し
た
内
容
に
従
っ
て
、
実
際
に
調
査

を
す
れ
ば
、
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
内
容
そ
れ
自
体
が
虚
構

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
い
わ
ば
虚
構
／
実
際
と
い
っ
た
対
偶
的

な
論
理
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
機
能
が
こ

の
論
理
を
見
出
さ
せ
る
と
言
い
得
よ
う
。

　

こ
の
論
理
は
む
ろ
ん
、
実
際
に
対
応
す
る
こ
と
で
生
じ
て
い
る
か
ら
、

虚
構
は
た
ん
に
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
な

い
。
こ
れ
は
実
際
に
森
敦
が
遍
歴
し
、
そ
れ
を
材
に
エ
ッ
セ
イ
を
語
り
、

小
説
を
書
い
た
こ
と
と
通
底
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
実
際
の
経
験
に
基
づ

い
て
出
来
事
化
し
て
い
た
。
こ
の
方
法
の
完
成
を
「
月
山
」
の
執
筆
に
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
月
山
」
は
、
発
表
さ
れ
た
完
成
稿
と
草
稿
を
合
わ
せ
て
ぜ
ん
ぶ
で
六

種
類
の
自
筆
原
稿
が
残
さ
れ
て
い
る（

6
（

。
概
括
す
れ
ば
、『
季
刊
藝
術
』
に

掲
載
さ
れ
た
初
出
に
あ
た
る
自
筆
原
稿
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
芥
川
賞

を
受
賞
し
た
。
受
賞
後
『
文
藝
春
秋
』
に
再
掲
さ
れ
る
に
あ
た
り
、『
季

刊
藝
術
』が
複
写
さ
れ
、そ
れ
に
大
幅
な
加
筆
訂
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

単
行
本
に
な
っ
た
本
文
は
こ
れ
で
あ
る
。
構
造
的
な
問
題
は
言
及
の
余
地

を
残
す
も
の
の
、
両
者
と
も
文
体
は
「
で
す
・
ま
す
体
」
が
用
い
ら
れ
、

舞
台
は
七
五
三
掛
地
区
の
注
連
寺
で
あ
る
。
先
の
略
年
譜
通
り
、
森
敦
が

滞
在
し
一
冬
を
過
ご
し
た
寺
で
あ
り
、
こ
の
体
験
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た

と
さ
れ
る
。
一
方
で
『
森
敦
全
集
』
第
三
巻
に
収
録
さ
れ
た
草
稿
が
あ
る
。

唯
一
「
で
あ
る
体
」
が
採
用
さ
れ
た
草
稿
で
あ
る
。
書
き
出
し
に
芭
蕉
の

「
雲
の
峰
い
く
つ
崩
て
月
の
山
」
の
句
が
引
か
れ
て
は
じ
ま
る
が
、
未
完

に
終
わ
っ
て
い
る
。
舞
台
は
大
山
地
区
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
注
連
寺
を
想

起
さ
せ
る
寺
を
思
う
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
こ
の
草
稿
と
書
き
出
し
は
同

じ
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、「
で
す
・
ま
す
体
」
が
採
用
さ
れ
、
舞
台
も
注

連
寺
が
と
ら
れ
て
お
り
、初
出
の
自
筆
原
稿
に
近
い
草
稿
が
さ
ら
に
あ
る
。

残
り
の
二
つ
に
つ
い
て
は
、
尾
鷲
か
ら
ジ
ー
プ
に
乗
っ
て
移
動
し
て
い
く

う
ち
に
七
五
三
掛
に
入
る
と
い
う
設
定
の
草
稿
が
あ
る
。文
体
は「
で
す
・

ま
す
」
体
で
あ
る
。
尾
鷲
も
ま
た
、
森
敦
の
遍
歴
の
地
で
あ
る
。
最
後
に

「
月
山
」
に
登
場
す
る
寺
守
の
じ
さ
ま
や
源
助
の
じ
さ
ま
に
つ
い
て
集
中

的
に
書
き
直
さ
れ
た
草
稿
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
六
種
類
に
見
ら
れ
る
生
成
過
程
は
、
自
ら
の
遍
歴
の
体
験
を
作

品
に
取
り
入
れ
る
森
敦
の
試
行
錯
誤
に
つ
い
て
開
示
し
て
い
る
。
ま
ず
気

が
つ
く
の
は
、「
月
山
」
は
最
初
か
ら
七
五
三
掛
地
区
の
注
連
寺
が
舞
台

に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
尾
鷲
か
ら
七
五
三
掛
へ
と
い
う

設
定
や
大
山
か
ら
想
起
す
る
と
い
っ
た
設
定
に
は
、
七
五
三
掛
地
区
の
注

連
寺
を
外
か
ら
描
こ
う
と
す
る
指
向
性
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。だ
が
、

こ
の
二
つ
の
草
稿
は
完
成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
理
由
は
様
々
考
え

得
る
が
、
一
つ
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
ど
こ
か
〈
か
ら
〉
と
い
う
指
向
性（

7
（

で
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あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
尾
鷲
も
大
山
も
遍
歴
の
地
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ

れ
で
出
来
事
化
が
可
能
な
地
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
七
五
三
掛
と
い
う
別
の

出
来
事
の
地
へ
と
い
う
指
向
性
は
、
こ
の
地
を
舞
台
と
す
る
と
い
う
点
で

ひ
と
つ
の
地
が
選
べ
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
推
測
に
過
ぎ

な
い
。
興
味
深
い
の
は
、
そ
れ
で
も
な
お
、
単
行
本
に
な
っ
た
本
文
が
次

の
よ
う
な
語
り
出
し
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

�　

な
が
く
庄
内
平
野
を
転
々
と
し
な
が
ら
も
、
わ
た
し
は
そ
の
裏
と

も
い
う
べ
き
肘
折
の
渓
谷
に
わ
け
入
る
ま
で
、
月
山
が
な
ぜ
月
の
山

と
呼
ば
れ
る
か
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
「
月
山
」
は
七
五
三
掛
地
区
の
注
連
寺
を
舞
台
と
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ま
ず
肘
折
と
い
う
外
が
裏
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

外
を
要
す
る
と
い
う
指
向
性
は
草
稿
の
段
階
か
ら
模
索
さ
れ
て
き
て
い
た

と
捉
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
「
裏
と
も
い
う
べ
き
」
と
い
う
語
り

方
は
示
唆
的
で
あ
る（

8
（

。
裏
は
「
べ
き
」
と
想
定
し
て
、
裏
と
な
る
こ
と
に

気
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
裏
が
あ
れ
ば
、
論
理
上
、
表
を
想
定
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
。
裏
が
あ
っ
て
表
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
両
者
の
間

に
は
境
界
が
生
じ
て
い
る
。
裏
／
表
で
あ
る
。
地
理
的
に
見
れ
ば
、
月
山

を
境
界
に
し
て
肘
折
と
七
五
三
掛
は
ほ
ぼ
等
距
離
に
位
置
し
て
い
る
。
裏

と
表
は
地
理
的
に
も
成
立
す
る
。
同
時
に
月
山
を
境
界
と
し
て
措
定
す
る

こ
と
も
可
能
に
な
る
。
肘
折
も
ま
た
森
敦
が
訪
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
遍

歴
の
地
を
取
り
込
み
、
月
山
を
境
界
と
し
、
肘
折
を
裏
と
想
定
す
る
こ
と

で
、
七
五
三
掛
を
表
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
か
ら
〉
で
は
境
界
が
生

じ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
境
界
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
二

つ
の
地
を
描
い
て
も
、
内
／
外
、
裏
／
表
の
よ
う
に
は
な
ら
ず
、
二
地
の

ま
ま
な
の
で
あ
る
。理
論
的
抽
象
度
が
高
ま
っ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
か
。

　

別
な
見
方
を
す
れ
ば
、〈
か
ら
〉
と
い
う
指
向
性
は
「
な
が
く
庄
内
平

野
を
転
々
と
し
な
が
ら
も
」
と
い
う
表
現
に
集
約
さ
れ
、
直
後
に
境
界
を

生
じ
る
裏
と
し
て
策
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
〈
か
ら
〉
の
論
理
が
裏
／
表
の

論
理
へ
と
一
気
に
置
き
換
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
森
敦
の
七
五
三
掛
地
区
注
連
寺
に
滞
在
し
た
こ
と
は
体
験
し
た

実
際
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
を
「
月
山
」
と
い
う
小
説
に
取
り

入
れ
る
こ
と
は
、
単
純
に
実
際
／
虚
構
と
い
う
論
理
構
造
を
形
成
す
る
こ

と
と
同
じ
で
あ
る
。
実
際
を
語
る
こ
と
は
、
線
条
的
に
並
ぶ
言
葉
に
置
換

す
る
こ
と
で
あ
り
、本
来
ど
こ
ま
で
も
相
容
れ
る
は
ず
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
虚
構
の
成
立
は
、
実
際
と
の
相
関
的
な
関
係
を
作
り
上
げ
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
月
山
」
が
そ
の
構
造
と
し
て
裏
／
表

を
有
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
実
際
が
虚
構
と
し
て
語
り
得
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。「
月
山
」
を
読
ん
で
森
敦
を
想
起
し
て
し
ま
う
の
は
、
そ
の
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論
理
が
「
月
山
」
自
体
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
月
山
」
の
生
成
過
程
は
〈
か
ら
〉
の
論
理
で
ま
ず
試
み
ら
れ
た
。
は

じ
め
か
ら
「
月
山
」
が
裏
／
表
の
論
理
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
の

で
あ
る
。
い
わ
ば
「
月
山
」
の
生
成
過
程
は
、
森
敦
の
実
際
／
虚
構
の
論

理
の
模
索
で
あ
り
、
こ
の
作
品
の
執
筆
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
と
言
え
よ

う
。
そ
れ
が
森
敦
が
森
敦
自
身
を
語
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
論
理
に
も

な
っ
た
の
で
あ
る
。「
月
山
」
が
年
譜
の
終
着
点
で
あ
り
分
岐
点
で
あ
る

ゆ
え
ん
が
こ
こ
に
あ
る
。
こ
の
二
点
は
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
意
味
を
違

え
て
い
る
。
終
着
で
あ
っ
た
の
は
「
月
山
」
発
表
が
遍
歴
の
終
わ
り
を
示

す
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
際
／
虚
構
の
論
理
が
い
ま
だ
成
立
し
な
い

状
態
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
が
実
際
／
虚
構
の
論
理
を
内
在
す
る
「
月
山
」

の
成
立
に
よ
っ
て
分
岐
さ
れ
、
遍
歴
の
虚
構
化
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
七
五
三
掛
地
区
の
注
連
寺
滞
在
を
虚
構
化
し
た
「
月
山
」

の
成
立
と
、
森
敦
自
身
が
自
ら
の
遍
歴
を
エ
ッ
セ
イ
で
語
る
こ
と
と
は
、

同
一
の
理
論
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。

　
　

�　

わ
た
し
は
注
連
寺
に
夏
か
ら
上
が
り
、
豪
雪
の
冬
を
過
ご
し
て
夏

帰
っ
た
。「
月
山
」
は
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
書
い
た
の
だ
が
、

（
中
略
）
雪
は
ま
だ
境
内
の
到
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
が
、
暖
か
い
日

が
つ
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
も
う
和
紙
の
蚊
帳
は
い
ら
な
い
の
で
あ

る
。
和
紙
の
蚊
帳
を
は
ず
す
と
、
和
紙
の
蚊
帳
に
た
ま
っ
た
雪
埃
が

煙
の
よ
う
に
立
っ
た
。
わ
た
し
が
開
け
ら
れ
た
玉
手
箱
か
ら
立
ち

昇
っ
た
、
煙
を
思
い
だ
し
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
屋
根
裏
で
冬

眠
し
て
い
た
昆
虫
た
ち
が
飛
び
立
っ
て
行
く
。
わ
た
し
も
わ
た
し
で

あ
る
こ
と
か
ら
脱
け
だ
し
て
、
飛
び
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
気
は
せ
い

た
が
、
踏
ん
切
り
が
つ
か
ぬ
。
そ
こ
へ
、
思
い
も
寄
ら
ず
友
人
が
迎

え
に
来
て
く
れ
た
。
わ
た
し
は
謂
わ
ゆ
る
来
迎
思
想
な
る
も
の
を
思

い
浮
か
べ
た
。
事
実
、「
月
山
」
を
そ
の
よ
う
に
荘
厳
し
て
、
幽
遠

の
う
ち
に
終
わ
ら
そ
う
と
も
考
え
た
が
、思
い
止
ま
っ
た
。た
だ
会
っ

て
な
ん
の
こ
と
な
く
別
れ
た
人
が
、
実
は
神
で
あ
り
仏
で
あ
っ
た
と

い
っ
た
話
が
い
く
ら
で
も
あ
る
で
は
な
い
か
。（「
幽
明
」『
月
山
抄
』）

　

既
視
感
に
満
ち
る
だ
ろ
う
か
。「
月
山
」
の
最
終
部
を
要
約
し
た
よ
う

な
こ
の
内
容
は
、
理
論
か
ら
来
迎
思
想
へ
移
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
る
。

「
月
山
」
は
出
羽
三
山
信
仰
と
か
擬
死
体
験
と
か
た
ぶ
ん
に
宗
教
イ
メ
ー

ジ
を
喚
起
し
つ
つ
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
つ
い
に
印
象
に
終
わ
っ
て
し
ま
う

の
は
、
裏
／
表
、
実
際
／
虚
構
の
理
論
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
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四

　

こ
の
捉
え
方
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
森
敦
文
学
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
機
能

が
「
意
味
の
変
容
」
に
描
か
れ
る
理
論
と
し
て
明
確
に
挙
げ
て
い
る
。
確

か
に
「
月
山
」
の
表
現
に
即
し
た
分
析
に
基
づ
い
た
〈
読
み
〉
か
ら
導
か

れ
た
理
論
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
は
、
森
敦
文
学
に
内
在
し
て

い
る
理
論
そ
れ
自
体
の
具
現
化
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
論

と
は
こ
う
で
あ
る
。

　
　

�

任
意
の
一
点
を
中
心
と
し
、
任
意
の
半
径
を
以
て
円
周
を
描
く
。
そ

う
す
る
と
、
円
周
を
境
界
と
し
て
、
全
体
概
念
は
二
つ
の
領
域
に
分

か
た
れ
る
。
境
界
は
こ
の
二
つ
の
領
域
の
い
ず
れ
か
に
属
さ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
こ
の
と
き
、
境
界
が
そ
れ
に
属
せ
ざ
る
と
こ
ろ
の
領
域
を
内

部
と
い
い
、境
界
が
そ
れ
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
領
域
を
外
部
と
い
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

�　

内
部
＋
境
界
＋
外
部
で
、
全
体
概
念
を
な
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
し
か
し
、
内
部
は
境
界
が
そ
れ
に
属
せ
ざ
る
領
域
だ
か
ら
、

無
辺
際
の
領
域
と
し
て
、こ
れ
も
全
体
概
念
を
な
す
。し
た
が
っ
て
、

内
部
＋
境
界
＋
外
部
が
な
す
と
こ
ろ
の
全
体
概
念
を
、
お
な
じ
全
体

概
念
を
な
す
と
こ
ろ
の
内
部
に
、
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
月
山
」
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
裏
「
と
も
言
う
べ
き
」
肘
折
を
外

部
と
す
れ
ば
、
月
山
は
境
界
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
七
五
三
掛
は
内
部
と

な
る
。
こ
の
と
き
、
境
界
は
外
部
に
属
す
る
た
め
、
月
山
自
体
は
肘
折
に

属
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、「
月
山
」
の
物
語
内
容
で
は
、
月
山
は

遠
く
臨
む
だ
け
で
直
接
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
物
語
の
舞
台
で
あ
る

七
五
三
掛
は
無
辺
際
で
あ
り
、
そ
れ
で
全
体
概
念
を
な
す
こ
と
に
な
る
。

題
名
が
外
部
に
属
す
る
境
界
「
月
山
」
で
あ
る
の
は
、
物
語
を
内
部
に
す

る
と
い
う
指
向
性
を
持
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
考
察
を
す
す
め
れ
ば
、「
月
山
」
が
外
部
に
属
す
る
境
界
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
小
説
／
外
部
と
い
う
理
論
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
外
部
は
、
エ
ッ
セ
イ
、
年
譜
を
指
す
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。「
月
山
」
／
エ
ッ
セ
イ
、
年
譜
で
全
体
概
念
を
な
す
の

だ
か
ら
、
つ
ま
り
森
敦
文
学
の
把
握
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。「
意
味

の
変
容
」
の
別
な
表
現
を
挙
げ
れ
ば
「
コ
ッ
プ
と
コ
ッ
プ
以
外
と
い
え
ば

全
世
界
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
中
で
実
現
し
て
い

る
裏
／
表
も
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
実
際
／
虚
構
も
す
べ
て
外
部
／
内
部
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の
理
論
に
収
斂
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、「
意
味
の
変
容
」
は

森
敦
文
学
全
体
を
統
御
す
る
理
論
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
「
意

味
の
変
容
」
の
成
立
も
ま
た
、
小
説
、
エ
ッ
セ
イ
と
同
様
で
あ
る
。
い
わ

ば
、
森
敦
の
生
涯
を
貫
く
理
論
な
の
で
あ
る
。

　
「
意
味
の
変
容
」
は
五
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。「
寓
話
の
実
現
」「
死
者

の
眼
」「
宇
宙
の
樹
」「
ア
ル
カ
デ
ィ
ヤ
」「
エ
リ
・
エ
リ
・
レ
マ
・
サ
バ

ク
タ
ニ
」
で
あ
る
。
そ
の
最
初
は
「
近
代
工
場
Ⅰ
・
Ⅱ
」
で
あ
り
、
昭
和

三
〇
年
に
「
実
現
」
に
発
表
さ
れ
る
。
森
敦
が
吹
浦
に
い
た
と
き
で
あ
る
。

そ
の
後
繰
り
返
し
改
稿
さ
れ
、「
群
像
」
に
昭
和
四
九
年
か
ら
五
九
年
に

断
続
的
に
連
載
さ
れ
、
単
行
本
と
し
て
昭
和
五
九
年
に
刊
行
さ
れ
た（

9
（

。
こ

の
年
は
先
に
見
た
『
月
山
抄
』
の
連
載
終
了
時
で
あ
り
、「
わ
れ
逝
く
も

の
の
ご
と
く
」
の
連
載
開
始
で
も
あ
る
。
見
方
を
換
え
れ
ば
、
先
に
見
た

「
月
山
」
の
終
着
点
、
分
岐
点
を
超
え
、「
月
山
」
も
「
わ
れ
逝
く
も
の
の

ご
と
く
」
も
『
鳥
海
山
』
も
こ
の
理
論
の
実
現
が
試
行
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

の
作
品
の
試
行
が
こ
の
理
論
を
先
鋭
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

興
味
深
い
の
は
、
単
行
本
『
意
味
の
変
容
』（
昭
五
九
・
九
）
に
書
か

れ
て
い
る
森
敦
の
言
葉
で
あ
る
。

　
　

�「
意
味
の
変
容
」
は
、「
月
山
」「
鳥
海
山
」
に
書
か
れ
ず
に
い
た
、

わ
た
し
の
生
涯
と
い
う
べ
き
も
の
を
書
き
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（「
意
味
の
変
容　

覚
書
」）

　

こ
れ
に
導
か
れ
て
年
譜
を
見
れ
ば
、「
意
味
の
変
容
」
に
は
森
敦
の
職

歴
と
で
も
言
う
べ
き
事
項
が
描
か
れ
て
い
る（

（1
（

。
富
岡
光
学
機
械
製
造
所
で

の
光
学
レ
ン
ズ
制
作
の
体
験
、
電
源
開
発
株
式
会
社
で
の
ダ
ム
建
築
の
体

験
、
近
代
印
刷
で
の
印
刷
業
の
体
験
が
そ
れ
ぞ
れ
活
か
さ
れ
、
リ
ア
リ
ズ

ム
一
・
二
五
倍
や
内
部
＋
境
界
＋
外
部
、
近
傍
／
域
外
な
ど
の
理
論
が
抽

出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
よ
う
に
、
遍
歴
を
エ
ッ
セ
イ
や
小
説

に
取
り
入
れ
た
こ
と
と
通
底
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
が

遍
歴
と
相
関
的
な
関
係
を
有
し
て
い
た
よ
う
に
、「
意
味
の
変
容
」
も
職

歴
と
相
関
的
な
関
係
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
涯
が
エ
ッ
セ
イ
に
、

小
説
に
、
理
論
に
読
ま
れ
、
エ
ッ
セ
イ
も
小
説
も
理
論
も
生
涯
を
喚
起
す

る
。
こ
れ
が
森
敦
文
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
森
敦
は
こ
の
相
関
関
係
に
存
在

し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
に
は
確
か
に
七
七
年
間
生
き
た
実
際
の
森
敦
は
も
う
い
な
い
。
だ

が
、
森
敦
文
学
は
そ
の
文
学
、
理
論
に
よ
っ
て
森
敦
の
生
涯
を
喚
起
し
続

け
る
。い
わ
ば
、森
敦
は
そ
こ
に
生
き
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
文
学
史
的
言
論
を
装
え
ば
、
実
生
活
上
の
森
敦
は
い
な
い
が
、

自
ら
の
文
学
に
よ
っ
て
存
在
し
続
け
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の

「
私
」
と
言
え
ば
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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い
な
い
と
い
う
こ
と
を
外
部
と
み
れ
ば
、
森
敦
文
学
は
内
部
と
な
る
。

実
際
の
森
敦
／
森
敦
文
学
は
当
然
相
関
関
係
を
形
成
し
、
作
品
を
読
め
ば

森
敦
を
思
い
起
こ
し
、
森
敦
を
知
れ
ば
小
説
、
エ
ッ
セ
イ
に
書
か
れ
て
い

る
内
容
を
思
い
出
す
。
た
だ
し
、
森
敦
と
は
年
譜
に
記
載
さ
れ
た
事
項
に

よ
る
把
握
で
あ
り
、
実
際
の
森
敦
で
は
な
い
。
そ
の
年
譜
さ
え
虚
構
性
を

有
し
て
い
た
。く
ど
く
な
る
が
、す
べ
て
は
森
敦
文
学
と
し
て
封
じ
ら
れ
、

封
じ
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
そ
の
封
じ
た
主
が
い
な
い
の
だ
。
い
や
、
こ
れ
も

「
意
味
の
変
容
」
に
絡
め
取
ら
れ
る
捉
え
方
で
あ
る
な
ら
ば
、
言
葉
を
換

え
よ
う
。
図
書
館
に
文
芸
的
〈
知
〉
と
し
て
収
蔵
さ
れ
る
森
敦
文
学
は
、

森
敦
の
言
葉
で
内
在
的
に
森
敦
を
収
蔵
す
る
。
そ
の
文
学
の
言
葉
は
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
機
能
と
し
て
作
動
し
、
森
敦
を
示
唆
す
る
。
森
敦
と
し
て
の

「
私
」
が
こ
こ
に
在
る
と
。
こ
こ
に
図
書
館
と
し
て
の
空
間
の
機
能
が
あ

る
の
で
あ
る
。

注（１
）�

竹
内
悊
『
図
書
館
の
歩
む
道
―
ラ
ン
ガ
ナ
タ
ン
博
士
の
五
法
則
に
学
ぶ
』（
平

二
二
・
五
、
日
本
図
書
館
協
会
）
な
ど
を
参
照
し
た
。

（
２
）
筑
摩
書
房
版
『
森
敦
全
集
』
別
巻
所
収
の
年
譜
（
森
富
子
作
成
）
を
参
照
し
た
。

（
３
）�

詳
細
に
つ
い
て
は
、
森
敦
の
原
稿
を
は
じ
め
と
す
る
自
筆
資
料
に
つ
い
て
調
査
し

た
結
果
を
『
森
敦
資
料
目
録
』（
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
🄒
課
題
番
号
：（5370（（8

に
よ
る
研
究
成
果
報
告
書
）
に
ま
と
め
て
あ
る
の
で
、
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
本

論
の
言
及
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
４
）�「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
の
構
造
に
つ
い
て
の
論
究
と
し
て
、
中
村
三
春
「
森

敦
『
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
』
の
構
造
」（「
山
形
大
学
紀
要
」
平
二
〇
・
二
）、

中
村
三
春
「
方
法
と
し
て
の
〈
わ
た
し
〉
―
森
敦
『
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
』

に
お
け
る
語
り
の
位
相
」（「
北
海
道
大
学
紀
要
」
平
二
九
・
七
）、
山
本
美
紀
「
森

敦
「
月
山
」
と
「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
試
論�

―
「
意
味
の
変
容
」
の
理

論
に
よ
る
把
捉
」（「
解
釈
」
平
二
七
・
一
）、
井
上
明
芳
「
森
敦
「
わ
れ
逝
く
も

の
の
ご
と
く
」
の
特
性
―
物
語
を
語
り
、
体
験
す
る
」（「
解
釈
」
平
三
〇
・
一
）

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
本
論
中
で
触
れ
る
「
わ
た
し
」
に
つ
い
て
は
、
山
本
美
紀
「
森

敦
「
わ
れ
逝
く
も
の
の
ご
と
く
」
論
―�

発
現
す
る
わ
た
し
と
時
間
」（「
日
本
文

学
論
究
」
平
二
七
・
三
）
が
あ
る
。

（
５
）�『
森
敦
「
月
山
」
総
合
的
研
究
』（
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
🄒
課
題
番
号
：（5370（（8

に
よ
る
研
究
成
果
報
告
書
）
に
調
査
結
果
を
収
録
し
て
い
る
の
で
、
参
照
い
た
だ

き
た
い
。
本
論
は
こ
の
結
果
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
６
）�「
月
山
」
の
自
筆
資
料
に
つ
い
て
は
、
調
査
の
上
、
す
べ
て
翻
刻
し
、
そ
の
成
果

を
『
森
敦
「
月
山
」
総
合
的
研
究
』（
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
🄒
課
題
番
号
：

（5370（（8

に
よ
る
研
究
成
果
報
告
書
）
に
収
録
し
た
。
詳
細
は
本
書
を
参
照
い
た

だ
き
た
い
。

（
７
）�

こ
の
指
向
性
は
、
む
し
ろ
『
鳥
海
山
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
点
に
つ
い

て
は
井
上
明
芳
「
森
敦
「
鳥
海
山
」
論
―
読
み
が
た
さ
の
生
成
」（「
解
釈
」
平

二
九
・
一
）
で
論
じ
て
い
る
。

（
８
）�

こ
の
点
に
着
眼
し
た
論
と
し
て
井
上
明
芳
「〈
境
界
〉
化
す
る
テ
ク
ス
ト
」（『
文

学
表
象
論
・
序
説
』
翰
林
書
房
、
平
二
三
・
二
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
９
）�「
意
味
の
変
容
」
は
本
論
で
述
べ
た
と
お
り
、
五
章
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
が
成
立
過
程
を
有
し
て
い
る
。
以
下
に
章
に
従
っ
て
「
群
像
」
掲
載
ま
で
の
過

程
を
記
す
。
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�　
「
寓
話
の
実
現
」
は
、
順
に
「
深
夜
の
呼
び
声
」（「
実
現
」
昭
三
一
・
一
二
）、

「
壮
麗
に
つ
い
て
」（「
立
像
」
昭
四
〇
・
六
）、「
歓
喜
に
つ
い
て
」（「
立
像
」
昭

四
〇
・
一
一
）、「
寓
話
の
実
現
」（「
群
像
」
昭
和
四
九
・
一
〇
）
で
あ
る
。

　
　

�　
「
死
者
の
眼
」
は
、
順
に
「
近
代
工
場
Ⅰ
」（「
実
現
」
昭
三
〇
・
八
）、「
近
代

工
場
Ⅱ
」（「
実
現
」
昭
三
〇
・
九
）、「
近
代
工
場
」（「
立
像
」
昭
三
九
・

一
一
）、「
死
者
の
眼
」（「
ポ
リ
タ
イ
ア
」
昭
四
五
・
一
一
）、「
死
者
の
眼
」（「
群

像
」
昭
四
九
・
一
一
）
で
あ
る
。

　
　

�　
「
宇
宙
の
樹
」
は
、
順
に
「
掻
痒
に
つ
い
て
」（「
立
像
」
四
一
・
五
）、「
宇
宙

の
樹
」（「
ポ
リ
タ
イ
ア
」
昭
四
六
・
一
一
）、「
宇
宙
の
樹
」（「
群
像
」
昭
四
九
・�

一
二
）
で
あ
る
。

　
　

�　
「
ア
ル
カ
デ
ィ
ヤ
」
は
、「
群
像
」（
昭
五
〇
・
一
）
で
初
め
て
書
か
れ
る
。

　
　

�　
「
エ
リ
・
エ
リ
・
レ
マ
・
サ
バ
ク
タ
ニ
」
は
、
順
に
「
恍
惚
に
つ
い
て
」（「
立
像
」

昭
四
二
・
二
）、「
エ
リ
・
エ
リ
・
レ
マ
・
サ
バ
ク
タ
ニ
」（「
群
像
」
昭
五
九
・
九
）

で
あ
る
。

　
　

�　

以
上
の
成
立
過
程
か
ら
、
森
敦
の
生
涯
を
ほ
ぼ
貫
い
て
思
索
が
持
続
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

（
（0
）�

こ
の
点
に
着
眼
し
て
「
意
味
の
変
容
」
を
論
じ
て
い
る
論
と
し
て
、
山
本
美
紀
「
森

敦
『
意
味
の
変
容
』
論
―
展
開
さ
れ
る
／
要
請
さ
れ
る
理
論
」（「
解
釈
」
平

二
九
・
一
）
が
あ
る
。

付
記
―
本
論
は
、
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
🄒
「
自
筆
資
料
調
査
お
よ
び
実
地
踏
査
に
よ

る
森
敦
文
学
の
総
合
的
研
究
」（
課
題
番
号
：（6K

0（（（7

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


