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「
時
の
小
説
」

(
N
巳
可
。
自
ωロ
)
と
し
て
の

「
魔
の
山
」

三主三
円

円
H
ド

却
M
V

謙

一、
〈
O
H日
開
門

N

時
間
と
い
う
も
の
が
「
魔
の
山
」
と
い
う
小
説
の
重
要
な
テ

1
7
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、

作
者
ト
!
マ
ス
・
マ
ン
自
身
の
言

葉
で
明
ら
か
で
あ
る
。

一
九
三

O
年
ア
メ
リ
カ
の
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
行
な
っ
た
自
作
「
魔
の
山
」
に
つ
い
て
の
講
義
の
中
で
、

ーマ

ン

は
「
こ
の
小
説
は

い
ろ
い
ろ
な
具
合
に

時
間

(
N
O
X
)
の
神
秘
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
。

」
の
小
説
は
、
二
重
の
意
味
で
『
時
の
小

を
描
こ
う
と
し
た
と
い
う
意
味
で

N
巳
R
O
B
S
で
あ
り
、

う
意
味
で
N
m
E
-
O
B山
口
な
の
だ
」
と
云
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、

次
に
は

純
粋
な
時
間
そ
の
も
の
が
こ
の
小
説
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
と
い

~J23ー

説
L坦

(
N
巳
可
O
B戸
る
で
あ
る
。

一
つ
は

歴
史
的
な
意
味
で

即
ち
、
第
一
次
大
戦
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
う
一
つ
の
時
代
の
内
面
像

」
の
こ
と
に
つ
い
て
は

づ
魔
の
山
」
自
体
の
中
で
も
、
作
者
が
顔

を
出
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
第
七
章
の
初
め
、

そ
の
も
の
を
、
そ
れ
だ
け
を
切
り
離
し
て
物
語
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

「
海
辺
の
散
歩
」
の
項
で
あ
る
。

」
の
項
は

「
時
聞
を
、
時
間
自
体
を
、
時
間

い
や
い
や

そ
ん
な
こ
と
は
ば
か
げ
た
企
て
だ
ろ
う
。
」

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
音
楽
と
物
語
と
に
共
通
の
構
成
要
素
と
し
て
の
時
間
、
ま
た
、
音
楽
と
物
語
と
で
は
異
な
っ
た
働
き
を
す
る

内
容
と
し
て
の
時
間
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
か
ら

「
物
語
も
、
阿
片
常
飲
者
の
あ
や
し
い
幻
覚
と
同
じ
よ
う
に

時
間
に
手
を

加
え
る
(
訳
註
、

の
ば
し
た
り
ち
ぢ
め
た
り
、
加
減
す
る
)
こ
と
、
が
せ
き
、

時
を
取
扱
う

(
σ
5
2巳
巳
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、

物
語
が
、
時
聞
を
「
取
扱
う
」
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
物
語
の
要
素
で
あ
る
時
聞
が
、

そ
の
対
象
に
も
な
り
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N
a
R・0
自
由
ロ
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

る。

「
時
聞
を
物
語
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
言
い
す
ぎ
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
時
間
に
つ
い
て
」
物
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、

初
め
に
感
じ
ら
れ
た
ほ
ど
ば
か
げ
た
こ
と
で
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
|
|
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

N
i
R
O
B
S
と
い
う
名
称
に
は
、
妙
に

夢
幻
的
な
二
重
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
、
私
た
ち
が
い
ま
、

時
聞
を
物
語
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
疑
問
を
提
出
し
た

の
も
、
私
た
ち
が
現
に
進
行
中
の
こ
の
物
語
で
、
事
実
そ
う
い
う
こ
と
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
こ
と
を
白
状
し
た
か
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら

(

2

)

 

な
い
。
」
つ
ま
り
、

マ
シ
は

「
魔
の
山
」
と
い
う
小
説
で
、
二
重
の
意
味
で

N
由
工
と
い
う
も
の
を
、

一
つ
は
時
代
と
い
う
意
味
で
の

N
白
伊
丹
を
、
も
う
一
つ
は
時
閉
そ
れ
自
体
と
し
て
の

N
m
X
を
取
扱
お
う
、
即
ち
物
語
ろ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
時
代
と
し
て
の

N
色
丹
を
物
語
る
と
い
う
の
は

比
較
的
わ
か
り
や
す
い
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、

「
魔
の
山
」
を
時

代
小
説
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
多
く
の
興
味
あ
る
問
題
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
が
、

一
つ
の
時
代
を
語
る
と
い
う
こ
と
自
体

は
、
そ
う
特
殊
な
こ
と
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

「
魔
の
山
」
の
も
う
一
つ
の
時
間
的
意
図
、
即
ち

時
間
そ
の
も
の
を
物
語

-124-

る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
が
、
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一
一
、
小
説
の
音
楽
的
時
間
構
造

先
に
挙
げ
た
「
海
辺
の
散
歩
」
の
中
で
、

マ
ン
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
通
常

物
語
と
時
間
と
の
関
係
は
二
つ
あ
る
と
い
え
る
。

一
つ
は
、
物
語
の
手
段
、
或
い
は
媒
体
と
し
て
の
時
間
と
い
う
関
係
で
あ
る
。

つ
ま
り

物
語
自
身
の
経
過
と
再
現
と
に
費
や
さ
れ
る
現

実
の
時
間
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
音
楽
の
媒
体
と
し
て
の
時
間
と
同
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、

け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
も
う
一
つ
の
関
係
、
即
ち
、
物
語
の
も
つ
も
う
一
つ
の
時
間
的
要
素
は
、
物
語
の
内
容
の
時
間
で
あ
る
。

物
語
に
お
け
る
音
楽
的
時
間
と
名
付れ

は
、
音
楽
に
は
な
い
非
現
実
的
な
時
間
で
あ
り
、
非
常
に
弾
力
性
に
富
ん
で
い
て
、

或
る
場
合
に
は
、
物
語
の
音
楽
的
現
実
的
時
間
と
完



全
に
一
致
す
る
(
き
わ
め
て
稀
だ
が
)
か
と
思
え
ば
、

ま
た
、
音
楽
的
時
間
よ
り
も
ず
っ
と
小
さ
い

(
例
え
ば
、

一
日
二
十
四
時
間
の
出

来
事
を
何
百
頁
に
も
わ
た
っ
て
物
語
る
)
こ
と
も
あ
る
し
、
逆
に
、
音
楽
的
現
実
的
時
間
よ
り
も
は
る
か
に
長
い
こ
と
も
あ
る

(
わ
ず
か

数
頁
に
何
千
年
間
も
の
出
来
事
を
圧
縮
す
る
)
。

つ
ま
り
、

」
の
内
容
的
時
間
は
、
物
語
に
よ
っ
て
伸
縮
さ
れ
、

加
減
さ
れ

「
取
扱
わ

れ
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
て

「
魔
の
山
」
に
お
い
て
作
者
が
意
図
し
た
こ
と
、
時
間
が
、
物
語
の
媒
体
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

そ
の
テ
l
マ
に
も
な
る
と

い
う
こ
と
は
、
以
上
二
つ
の
物
語
と
時
間
と
の
間
の
関
係
か
ら
み
る
と
、
ど
う
い
う
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

先
に
挙
げ
た
マ
ン
の
言

葉
、
が
、
そ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

即
ち

「
物
語
が
時
間
に
手
を
加
え
、
こ
れ
を
取
扱
う

(
ゲ
内
町
田
口
門
同
巾
-
ロ
)

」
と
が
で

き
る
以
上
、
物
語
の
要
素
で
あ
る
時
聞
が
、
そ
の
対
象
と
も
な
り
得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
自
体
の
中
に
、

そ
の
答
え

が
あ
る
去
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り

」
の
言
葉
は

も
ち
ろ
ん

zrsrz
と
い
う
語
の
も
つ
二
義

「
処
理
す
る
」

と

「
論
、
ず

-12ラー

る
」
と
い
う
こ
重
の
意
味
の
上
に
成
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、

た
だ
の
言
葉
の
上
で
の
酒
落
で
は
な
く
て
、

も
っ
と
具
体
的

な
手
続
き
を
意
味
し
て
い
る
。
即
ち
、
構
成
要
素
と
し
て
の
時
聞
を
加
減
し
、
処
理
す
る
こ
と
が
、

時
間
を
対
象
と
し
て
物
語
る
第
一
歩

だ
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

物
語
の
音
楽
的
現
実
的
時
聞
を
、

そ
の
内
容
的
時
間
と
の
関
係
に
お
い
て
(
逆
に
一
去
っ
て
も

同
じ
こ
と
だ
が
)
、
処
理
す
る
こ
と

」
れ
が
、
時
聞
を
テ
l
マ
に
す
る
こ
と
の
始
ま
り
で
あ
る

と

し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば

マ
ン
一
人
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
ど
ん
な
小
説
家
で
も
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。

す
べ
て

物
語
は
、
物
語
で
あ
る
以
上
、
造
形
美
術
と
は
異
な
り
¥
時
間
の

Z
R
r
a
Eロ仏
2
の
法
則
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
か
ら
、
物
語
作

者
は
、

こ
の
継
起
的
時
間
の
流
れ
の
中
で
、
物
語
の
内
容
を
配
分
し
て
い
く
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

作
者
は
、

い
わ
ば
無
意
識
の
う
ち
に
こ

の
処
理
操
作
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

と
す
れ
ば

マ
ン
が
こ
こ
で
意
図
し
た
試
み
と
は
、
彼
の
新
機
軸
が
い
つ
も
そ
う
で
あ
る
よ

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N
m
官
。
吉
田
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

う
に
、
こ
の
当
然
の
操
作
を
意
識
し
て
行
な
う
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

う
で
や
技
術
と
い
う
漠
然
と
し
た
考
え
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
物
語
の
音
楽
的
時
間
と
内
容
的
時
間
と
の
関
係
、

そ
の
融
通
性
を
利
用
し
て
、
小
説
に
新
生
面
を
聞
く
た
め
の
一
つ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
確
立
し
た
こ
と
、

通
常
は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な
い
、
む
し
ろ
作
者
の

」
れ
を
意
識
し
て
取
り

出
し
、

こ
こ
に
マ
ン
の
面
目

が
み
ら
れ
る
。

」
の
こ
と
は

「
魔
の
山
」
の
時
間
配
分
、

こ
の
小
説
の
音
楽
的
時
間
と
内
容
的
時
間
と
の
関
係
を
み
れ
ば
、

よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ

ぅ
。
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
「
こ
の
山
の
上
」
に
到
着
し
て
か
ら
、

当
初
予
定
し
て
い
た
三
週
間
の
滞
在
期
間
の
う
ち
、
最
初

の
一
週
間
が
過
ぎ
る
ま
で
に
、
な
ん
と
第
四
章
(
全
部
で
七
章
)
の
半
分
ま
で
、
頁
数
に
し
て
お
よ
そ
全
体
の
六
分
の
一
が

(
そ
の
後
七

年
間
滞
在
す
る
と
い
う
の
に
)
費
や
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
三
週
間
が
す
ぎ
て
、

カ
ス
ト
ル
プ
が
病
気
と
診
断
さ
れ
、

ベ

l
レ
ン

ス
院
長
に
よ
っ
て
ベ
ッ
ド
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
ま
で
、
こ
れ
が
第
四
章
の
終
り
で
、
全
体
の
四
分
の
一
が
過
ぎ
る
。
そ
れ
か
ら
、

ベ
ッ
ド
生
活
の
三
週
間
が
過
ぎ
(
約
三
分
の
一
弱
)
、
背
臥
療
法
の
生
活
に
入
り
、

完
全
な

-126ー

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
ー
ー
ー
シ
ョ

l
シ
ャ
夫
人
と
の
出
会

ナ
フ
タ
氏
の
登
場
等
々
が
あ
っ
て
、
最
初
の
一
年
が
廻
っ
て
く
る
頃
に
は
、
全
体
の
五
分
の
三
が
終
っ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
あ
と
の
六
年
間
は
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
い
、
読
者
も
、
カ
ス
ト
ル
プ
青
年
と
同
様
、
何
年
た
っ
た
か
さ
え
は

こ
の
小
説
は
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
初
の
予
定
で
あ
っ
た
三
週

い
と
別
れ
、

そ
し
て
、

っ
き
り
と
は
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、

と
い
う
ふ
う
に
、

閥
、
見
舞
客
と
し
て
滞
在
し
た
そ
の
三
週
間
が
過
ぎ
て
、
今
度
は
病
人
と
し
て
の
生
活
に
入
る
区
切
り
、
即
ち
第
五
章
の
初
め
は
、

う

い
う
書
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
。

「
こ
こ
に
、
読
者
が
自
分
で
あ
ま
り
驚
か
れ
な
い
よ
う
に

話
者
が
自
分
か
ら
驚
い
て
お
く
ほ
う
が
い

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
現
象
が
あ
る
。

つ
ま
り

ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
こ
の
上
の
人
た
ち
の
も
と
で
送
っ
た
最
初
の
三
週
間
(
神
な
ら

ぬ
身
の
予
想
で
は
、
今
度
の
旅
行
の
総
日
数
で
あ
っ
た
夏
の
盛
り
の
二
十
一
日
間
)
の
顛
末
報
告
は
、

私
た
ち
自
身
が
半
ば
そ
う
な
る
も



(
2」

の
と
認
め
て
い
た
予
測
と
不
思
議
な
ほ
ど
に
一
致
す
る
空
間
と
時
間
と
の
ひ
ろ
が
り
を
の
み
込
ん
で
き
た
が
、

彼
が
こ
の
上
で
過
し
た
続

く
三
週
間
を
こ
な
す
の
に
は
、

初
め
の
三
週
間
の
報
告
が
費
や
し
た
頁
と
紙
と
時
間
と
仕
事
量
と
同
じ
数
だ
け
の
行
、

い
や
語
や
瞬
間
す

ら
も
必
要
と
し
な
い
だ
ろ
う
。

も
う
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
れ
か
ら
の
三
週
間
は
、
あ
っ
と
い
う
聞
に
後
に
さ
れ
、
片
付
け
ら
れ

て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
こ
と
を
い
う
と
、

不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と

で
あ
っ
て
、

物
語
を
話
し
た
り
聞
い
た
り
す
る
場
合
の
法
則
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
運
命
の
い
た
ず
ら
に
よ
っ
て
、

思
い
が
け
な
く
も
こ
の
上
に
禁
足
さ
れ
た
私
た
ち
の
物
語
の
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
青
年
に
と
っ
て
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、

夜、
た

私
た
ち
の
時
間
感
覚
に
と
っ
て
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
す
る
の
は
、

2
0
)
 

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
り
、
物
語
の
法
則
に
か
な
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
作
者
が
こ
こ
で
故
意
に
頁
数
、

ち
に
と
っ
て
も
、
時
間
が
、
長
え
な
っ
た
り
短
か
く
な
っ
た
り
す
る

紙
数
、
仕
事
量
と
い

う
よ
う
な
表
現
を
用
い
、

し
か
も
、
頁
や
紙
と
行
や
語
と
を
比
較
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
、

物
語
の
音
楽
的
現
実
的
時
聞
を
そ
の
内

-127ー

容
的
非
現
実
的
時
間
に
対
比
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
先
に
示
し
た
よ
う
な
こ
の
小
説
の
反
比
例
的
時
間
配
分

を
、
作
者
が
意
識
し
て
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
疑
い
を
容
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
配
分
を
作
者
に
可
能
に
し
た
も
の
は
何
か
、

云
い
か
え
れ
ば
、

作
者
が
こ
の
よ
う
な
配
分
を
す
る

際
に
基
準
に
し
た
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
。
フ
の
主
観
的
な
時
間
体
験
で
あ
る
。

初
め
の
一
週
間
が
、
お
そ
ろ
し
く
ゆ
っ
く
り
と
経
っ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
残
り
の
何
十
日
、
数
週
間
は
、

最
初
の
一
日
、

飛
ぶ
よ

う
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
|
|
|
こ
れ
は
、
全
く
知
ら
な
い
土
地
、
全
く
新
し
い
生
活
環
境
に
入
っ
て
き
た
人
聞
が
、

誰
し
も
経
験
す
る
時

同
体
験
で
あ
る
。
作
者
は
、

「
こ
の
上
」
に
「
到
着
」
し
た
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
こ
の
時
間
感
覚
、

時
間
体
験
に
忠
実
に
従

っ
て
、
自
分
の
小
説
の
音
楽
的
時
聞
を
区
分
し
た
の
で
あ
る
。

カ
ス
ト
ル
プ
は
、
着
い
て
か
ら
三
日
目
か
四
日
目
に
、

従
兄
の
ヨ

l
ア
ヒ

北
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「
時
の
小
説
」

(
N回目可
O
H
H
5
5
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

.3 
百

柳

ム
に
向
っ
て
、
こ
う
言
う
。
っ
と
う
考
え
て
も
お
か
し
い
こ
と
だ
ね
、
知
ら
な
い
土
地
で
、

初
め
の
う
ち
時
聞
が
長
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
。

:
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
だ
ね
、

つ
ま
り
回
顧
的
に
は

い
い
か
い
、
ぼ
く
は
も
う
ど
の
く
ら
い
だ
か
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
長
く

」ー

の

上
に
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
ん
だ
よ
。
:
:
:
も
ち
ろ
ん
、
計
っ
た
り
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
し
、
大
体
、

(
4
)
 

全
然
な
い
け
ど
ね
。
」
も
う
二
カ
月
も
こ
こ
に
い
る
よ
う
な
気
さ
え
、

頭
で
考
え
て
わ
か
る
問
題
で
は

ハ
ン
ス
に
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
カ
ス
ト
ル
プ

も
、
次
第
に
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
厳
密
に
定
め
ら
れ
た
毎
日
の
日
課
の
軌
道
に
乗
せ
ら
れ
て
、

」
の
上
の
生
活
に
慣
れ
て
い
こ
う
と
す
る
。

そ
の
途
中
に
、

つ
ま
り
第
四
章
の
二
番
目
の
項
に
、

ま
ず
「
時
間
感
覚
に
つ
い
て
の
余
談
」
が
挿
入
さ
れ
て
、

こ
う
い
う
主
人
公
の
気
持

を
裏
書
し
、
読
者
に
納
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
し
か
し
、
き
ま
っ
た
生
活
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
長
い
間
続
け
て
い
る
場
合
に
、

有
機

体
が
弛
緩
し
鈍
感
に
な
る
と
い
う
の
は
、

な
に
が
原
因
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
生
活
の
雑
務
に
よ
る
心
身
の
疲
労
と
摩
滅
に
よ
る
と
い

う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
何
か
心
理
的
な
も
の
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

つ
ま
り
、
時
間
の
感
得
で
あ
っ
て
、

こ
れ
が

-128ー

様
な
生
活
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
失
わ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
間
感
得
は
、

生
活
感
情
そ
の
も
の
と
密
接
に
結
ば
れ
て
い

て

一
方
の
衰
弱
は
必
ず
他
方
の
甚
し
い
損
傷
を
招
く
の
で
あ
る
。
退
屈

(
H
k
g
m
d『
巾
ニ
白
)
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
と
間

違
っ
た
考
え
が
ひ
ろ
ま
っ
て
い
る
。
興
味
と
新
奇
と
に
富
む
生
活
は
時
聞
を
「
早
く
過
ぎ
さ
せ
る
」
、

つ
ま
り
短
か
く
し
て
く
れ
る
が
、
単

調
と
空
虚
と
は
時
間
の
歩
み
を
重
く
し
妨
げ
る
と

一
般
に
は
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

必
ず
し
も
当
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

空
虚
と
単
調
と
は
、

な
る
ほ
ど
一
瞬
間
と
か
一
時
間
く
ら
い
な
ら
ば
、
引
き
の
ば
し
「
退
屈
」

(
-
g
m毛
色
Z
m
)
に
も
す
る
だ
ろ
う
が
、

大
き
な
、
極
め
て
大
き
な
時
間
量
に
な
る
と
、
こ
れ
を
短
か
く
し
、
無
の
よ
う
に
飛
散
さ
せ
て
し
ま
う
。
そ
の
反
対
に
、

せ
い
ぜ
い
一
カ
月
ぐ
ら
い
は
短
か
く
も
し
、
飛
ば
し
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
大
き
な
単
位
に
な
る
と
、

豊
富
で
興
味
あ

る
生
活
内
容
は
、

一
時
間
や
、

時

聞
の
歩
み
に
幅
と
重
み
と
着
実
さ
と
を
与
え
る
。
だ
か
ら
、
事
件
に
富
む
年
は
、
風
に
吹
き
飛
ば
さ
れ
て
霧
散
す
る
貧
弱
で
空
虚
で
軽
々
し



い
年
よ
り
も
、
ず
っ
と
ゆ
っ
く
り
と
過
、
ぎ
て
い
く
。
従
っ
て
、
退
屈

(
F
g
m毛
色
巾
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
現
象
は
、

本
当
は
、

む
し
ろ
生

活
の
単
調
さ
に
よ
る
時
間
の
病
的
な
短
か
さ
〔
関
口
足
当
巳
]
山
m
w色
。
で
あ
っ
て
、
大
き
な
時
間
量
が
、

不
断
の
単
調
さ
の
た
め
に
、

I[) 

臓

が
ぞ
っ
と
し
て
と
ま
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
収
縮
す
る
こ
と
で
あ
る
。

一
日
が
他
の
す
べ
て
の
日
と
同
じ
で
あ
っ
た
ら
、

日
は
一
日
と
同
じ
で
あ
る
。
完
全
に
同
じ
日
の
連
続
だ
っ
た
ら
、
百
年
の
一
生
も
か
げ
ろ
う
の
一
生
の
如
く
に
感
じ
ら
れ
、
知
ら
ぬ
聞
に
飛

そ
れ
ら
す
べ
て
の

び
去
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
慣
れ
る
と
は
、
時
間
感
覚
、
が
眠
り
込
む
こ
と
、
少
く
と
も
鈍
く
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

青
春
の
日
の
歩
み
が

遅
々
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
に
反
し
て
、
そ
の
後
の
歳
月
が
日
毎
に
慌
し
く
過
ぎ
て
い
っ
て
し
ま
う
の
も
、

〈

5
)

違
い
な
い
。

L

繰
返
し
て
言
う
が
、
こ
の
余
談
は
、
第
四
章
の
始
め
の
部
分
、

期
間
(
第
四
章
ま
で
)
が
終
る
少
し
前
、
彼
が
こ
の
上
の
生
活
に
慣
れ
始
め
、

に
な
る
〔
第
五
章
か
ら
)
そ
の
境
界
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

や
は
り
習
慣
に
よ
る
も
の
に

つ
ま
り

カ
ス
ト
ル
プ
が
見
舞
客
と
し
て
山
に
滞
在
し
た

遂
に
は
自
分
も
病
人
と
し
て
の
生
活
に
入
っ
て
い
く
こ
と

」
れ
が
、
第
五
章
の
官
頭
に
あ
る
例
の
予
告
、

」
れ
か
ら
の
三
週

-129ー

聞
は
あ
っ
と
い
う
聞
に
後
に
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
話
者
自
身
の
予
想
の
布
石
と
し
て
、
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
こ
の
二
つ
の
文
章
を
結
び
つ
け
て
み
れ
ば
、
こ
の
小
説
の
時
間
配
分
が
、
主
人
公
の
時
間
感
覚
を
基
準
と
し
て
、

そ
の
感
じ
方
の
変

化
を
忠
実
に
模
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
れ
ら
の
時
間
論
議
が
小
説
の
中
に
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

一
口
い
か
え
れ
ば
、
そ

こ
で
論
じ
ら
れ
た
時
間
概
念
が
小
説
の
形
式
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
に
理
解
さ
せ
る
。
実
際
、
こ
の
小
説
は
、

時

聞
を
対
象
に
し
て
い
る
と
い
う
わ
り
に
は
、
直
接
に
時
間
を
テ

1
7
に
し
て
論
じ
て
い
る
箇
所
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
ま
と
ま
っ
た
時
間

論
と
し
て
は
、
「
ま
え
が
き
」
と
今
挙
げ
た
「
時
間
感
覚
に
つ
い
て
の
余
談
」
の
ほ
か
に
は
、
最
後
の
三
つ
の
章
の
そ
れ
ぞ
れ
冒
頭
、
即
ち

第
五
章
の
「
永
遠
の
ス
l
プ
と
突
然
の
明
る
さ
」
、
第
六
章
の
「
変
化
」
、
第
七
章
の
「
海
辺
の
散
歩
」

の
項
の
初
め
の
部
分
、
が
挙
げ
ら

北
大
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「
時
の
小
説
」

ハ
N
四円可
O
B田
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
話
者
自
身
、

或
い
は
カ
ス
ト
ル
プ
や
そ
の
他
の
登
場
人
物
た
ち
の

時
間
に
つ
い
て
の
話
が
あ
る
が
、
読
者
自
身
の
寸
言
は
、
大
抵
、
項
の
変
り
目
、
冒
頭
に
数
行
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

」
れ
ら

の
数
少
な
い
時
間
談
義
は
、
そ
の
位
置
か
ら
い
っ
て
も
、

一
見
、
小
説
の
問
。
ロ
芯
早
か
ら
独
立
し
た
岳
m
H
5
8
Z
な
も
の
で
あ
る
よ
う

に
見
え
る
が
、
実
際
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
決
し
て
丘
m
B
g
Z
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
小
説
全
体
の
流
れ
に
対
し
て
も

]
U
B
m
E
Z
Z

な
役
目
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ン
は
、
こ
の
稿
の
冒
頭
に
挙
げ
た
「
魔
の
山
に
つ
い
て
の
講
義
」
の
中
で
、

」
の
小
説
は
純
粋
な

時
間
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

N
巳
可
。
宮
田
ロ
な
の
だ
と
言
っ
た
あ
と
で
、
更
に

こ
の
小
説
は
、

主
人
公
の
体
験
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
小
説
自
体
の
中
で
、
小
説
自
身
を
通
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
続
け
て
い
る
。
即
ち
「
こ

「
そ
の
対
象
を
、

の
本
は
、
そ
れ
自
身
、
そ
れ
が
物
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
」
「
内
容
と
形
式
、
本
質
と
現
象
と
を
完
全
に
一
致
さ
せ
、

(
6〉

い
つ
も
、
同
時
に
そ
れ
が
扱
い
語
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
と
す
る
野
心
」
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

小
説
の
形
式
を
主
人

-130ー

公
の
時
間
体
験
そ
の
も
の
に
合
わ
せ
た
の
は

こ
の
野
心
の
一
つ
の
現
れ
な
の
で
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
、
物
語
の
構
成
要
素
で
あ
る
時
間

を
そ
の
対
象
に
し
よ
う
と
い
う
企
て
自
体
が
、

こ
の
野
心
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

(マ)

こ
の
極
端
な
ま
で
の

H
E
m
m
H
E
oロ
へ
の
意
志
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
従
っ
て
、
こ
の
小
説
中
に
挿
入
さ
れ
た
時
間
論
議
は
、
先
行
す
る

(
8〉

事
件
を
総
括
説
明
し
た
り
、
後
続
す
る
筋
を
先
取
し
暗
示
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
小
説
全
体
の
流
れ
に
寄
与
し
て
い
る
ば
か
り
で
は

〈

9
〉

な
く
、
小
説
の
仕
組
み
そ
の
も
の
を
読
者
に
指
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
℃
g
m
5
8
Z
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

逆
に
言
え
ば
、
こ
の
小
説
は
、
時
聞
を
ま
と
も
に
テ
!
マ
に
し
て
論
じ
て
い
な
い
場
合
で
も
、
全
体
と
し
て
い
つ
も
時
聞
を
対
象
と

L
て

進
ん
で
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で

N
冊
目
可
。
島
田
口
な
の
で
あ
る
。
殊
に
、

」
の
小
説
全
体
を
支
え
て
い
る
の
は

作
者
の

時
間
に
関
す
る
寸
言
が

(
ま
と
ま
っ
た

時
間
論
だ
け
で
な
く
)
、
各
項
の
冒
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
は

一
見
門
出
唱
巾
出
回
目
4

に
見
え
る
が
、

か
え
っ
て
、
主
題
で
あ
り
な
が
ら
目



立
た
ず
に
底
流
と
し
て
流
れ
て
い
る
時
間
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
時
々
に
意
識
さ
せ
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。

三
、
新
し
い
ク
ロ
ノ
ロ
ギ

l

¥
 

さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
小
説
の
時
間
配
分
を
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
時
間
体
験
の
変
化
に
忠
実
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
作
者
マ
ン
は
何
を
狙
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
先
の
第
五
章
の
冒
頭
か
ら
の
引
用
に
は
、

「
私
た
ち
の
物
語
の
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス

ト
ル
プ
青
年
に
と
っ
て
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
、
時
聞
が
、
長
く
な
っ
た
り
短
か
く
な
っ
た
り
す
る
、

私
た
ち
の
時

間
感
覚
に
と
っ
て
伸
び
た
り
縮
ん
だ
り
す
る
の
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
り
、
物
語
の
法
則
に
か
な
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
」
と

マ
ン
の
頭
の
中
に
は
一
つ
の
物
語
の
法
則
が
考
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
彼
は
こ
の
独
特

つ
ま
り
、
主
人
公
の
時
間
体
験
に
小
説
の
時
間
配
分
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

あ
っ
た
。

し
て
み
る
と
、
こ
の
場
合
、

の
時
間
配
分
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

作
者

-131ー

は
、
新
し
い
物
語
の
時
間
法
則
、
小
説
の
新
し
い
ク
ロ
ノ
ロ
ギ
ー
を
作
ろ
う
と
試
み
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ク
ロ
ノ
ロ
ギ

l
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
時
間
概
念
は
、
前
掲
の
「
時
間
感
覚
に
つ
い
て
の
余
談
」
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

主
観

的
な
「
心
理
的
な
」
時
間
概
念
で
あ
る
。
着
い
て
か
ら
間
も
な
く
(
第
三
章
)
、
山
の
上
で
頭
脳
明
断
に
な
っ
た
カ
ス
ト
ル
プ
は
、

体
温

計
で
検
温
し
て
い
る
ヨ

l
ア
ヒ
ム
と
時
間
談
義
を
す
る
。
検
温
で
七
分
間
と
い
う
時
聞
が
ほ
ん
と
う
は
ど
の
く
ら
い
か
が
わ
か
る
と
言
う

従
兄
に
、

カ
ス
ト
ル
プ
は
「
君
は
「
ほ
ん
と
う
は
」
と
い
う
け
ど
、

「
ほ
ん
と
う
は
」
な
ん
て
い
え
な
い
よ
。

だ
っ
て
、

時
間
は
そ
も
そ

も
「
ほ
ん
と
う
は
」
じ
ゃ
な
い
か
ら
ね
。
時
間
は
、
長
く
感
じ
ら
れ
た
ら
長
い
ん
だ
し
、
短
か
く
感
じ
ら
れ
た
ら
短
か
い
ん
だ
し
、

そ
れ

が
ほ
ん
と
う
は
ど
の
く
ら
い
長
い
か
短
か
い
か
は
、
だ
れ
に
も
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
よ
」
と
言
う
。

「
一
分
間
と
い
う
の
は
、
秒
針
が
一
周
す
る
の
に
必
要
と
す
る
だ
け
の
長
さ
だ
よ
」

ヨ
l
ア
ヒ
ム
が
そ
れ
に
反
駁
し
て
、

「
ぼ
く
た
ち
は
時
計
で
時
聞
を
計
る
じ
ゃ
な
い
か
」

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N
m
官
。
吉
田
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

と
言
う
の
に
対
し
て

カ
ス
ト
ル
プ
は
更
に

「
し
か
し
、
そ
れ
に
必
要
な
長
さ
と
い
う
の
が
実
に
ま
ち
ま
ち
だ
か
ら
ね

l
l
ぼ
く
た
ち

の
気
持
に
と
っ
て
は
〆
」
と
言
い
、
実
際
問
題
と
し
て
も
、
そ
れ
は
一
つ
の
空
間
的
運
動
で
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
時
間
を
空
間
で
計
る
と

い
う
の
は
、
空
聞
を
時
間
で
計
ろ
う
と
す
る
の
と
同
じ
く
、
非
科
学
的
な
人
間
の
す
る
こ
と
だ
と
言
う
。
「
一
体
、
時
間
と
は
な
ん
だ
ろ
う

:
ぼ
く
た
ち
が
時
聞
を
知
覚
す
る
器
官
は
ど
れ
な
ん
だ
い
:
:
:
ぼ
く
た
ち
は
、

厳
密
に
い
う
と
何
一
つ
言
え
な
い
、

た
だ
一
つ
の
属
性

も
一
一
百
う
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を

一
体
ど
う
や
っ
て
計
ろ
う
と
い
う
ん
だ
い
。
ぼ
く
た
ち
は

時
間
が
経
過
す
る
と
言
っ
て
い
る
。

よ

ろ
し
い
、

ま
あ
経
過
す
る
と
し
よ
う
。

し
か
し
、
時
聞
を
計
れ
る
た
め
に
は
、
時
間
が
計
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
時
間
は
「
均
等
」

に
経
過
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

一
体
ど
こ
に
書
い
て
あ
る
ん
だ
い

T
ぼ
く
た
ち
の
意
識
に
と
っ
て

は
、
時
間
は
均
等
に
は
経
過
し
な
い
よ
。
た
だ
整
理
上
、
そ
う
だ
と
仮
定
し
て
い
る
だ
け
で
、
ぼ
く
た
ち
の
時
間
単
位
な
ど
は
単
な
る
約

(
1
)
 

束
ご
と
だ
よ
。
」
そ
し
て
、
カ
ス
ト
ル
プ
に
は
、
間
も
な
く
夢
の
中
で
、
時
間
と
は
ほ
ん
と
う
は
何
か
と
い
う
素
晴
し
い
考
え
が
、

し
か
し
、
均
等
に
経
過
す
る
と

甲
山
い

一-132ー『

が
け
な
く
浮
ん
で
く
る
。

「
時
間
と
は
、
何
の
こ
と
は
な
い
、

〔

2
)

う
度
盛
の
つ
い
て
な
い
水
銀
柱
な
の
だ
」
と
。

だ
ん
ま
り
シ
ス
タ
ー
な
の
だ
。

ご
ま
か
そ
う
と
す
る
患
者
た
ち
に
あ
て
が

z
c
S
2
5
5
2
B
2
1
E凹

l
i
マ
ン
は
、
芸
術
家
以
上
に
こ
の
評
言
が
あ
て
は
ま
る
も
の
は
な
い
と
言
い
、
小
説
を
書
く
時
に
作

(
3
)
 

者
を
励
ま
す
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
推
進
力
は
、
こ
う
い
う
も
の
は
ま
だ
作
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
意
識
だ
と
述
べ
て
い
る
。

公
が
経
験
す
る
、
時
計
の
目
盛
で
は
計
る
こ
と
の
で
き
な
い
心
理
的
主
観
的
な
時
間
と
、
時
計
の
針
が
刻
む
数
学
的
な

主
人

「
現
実
的
な
」
時

聞
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
、
前
者
を
小
説
の
ク
ロ
ノ
ロ
ギ
ー
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
魔
の
山
」
と
い
う

N
巳
可

O
B
B
で
マ

(
4
)
 

ン
が
意
図
し
た
新
機
軸
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
古
典
的
小
説
、
騎
土
小
説
か
ら
十
九
世
紀
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
に
い
た
る
ま
で
の
本
来
の
ロ
マ

ー
ン
と
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
、
時
計
の
針
が
刻
む
現
実
の
時
聞
が
小
説
の
中
の
時
間
を
も
規
定
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

ヴ

ア



ル
タ

1
・
イ
ェ
ン
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
事
件
は
、
発
端
か
ら
結
末
ま
で
、
一
秒
一
秒
、

現
実
の
時
間
の
針
の
歩
み
に
従
っ
て
進
む
。

そ
れ
は
、
虚
構
の
現
実
も
ま
た
時
計
の
目
盛
に
、

(
5
)
 

る
芸
術
家
の
合
図
に
従
っ
て
進
む
」
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
時
に
は
話
が
過
去
巳
戻
っ
た
り
、

「
そ
し
て
そ
れ
か
ら
」
の
法
則
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
自
明
の
理
で
あ
る
と
す

先
に
飛
ん
で
筋
を
先
取
す
る
こ
と
も
あ

る
。
し
か
し
、

そ
れ
も
、
時
間
の
流
れ
を
故
意
に
打
ち
こ
わ
そ
う
と
す
る
た
め
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、

事
件
の
連
続
性
と
因
果
性
と
を

保
と
う
と
す
る
た
め
、

つ
ま
り
、
時
間
的
意
味
に
お
け
る
辻
棲
を
あ
わ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
場
合
が
多
く
、

そ
の
背
後
に
は
、
作

品
の
底
を
流
れ
る
も
の
と
し
て
、
時
計
の
針
の
動
き
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔

6
)

小
説
の
定
点
で
あ
る
。
」
ま
た
、
作
者
は
、
起
っ
た
こ
と
を
全
部
物
語
る
わ
け
で
は
な
く
、

「
針
の
目
盛
と
時
計
と
は

古
典
的
な

取
捨
撰
択
し
、
筋
の
発
展
に
必
要
な
こ
と
だ

け
を
物
語
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
物
語
ら
れ
た
部
分
に
お
い
て
は
時
聞
が
ゆ
っ
く
り
と
経
過
し
、
省
略
さ
れ
た
部
分
で
は
飛

ぶ
よ
う
に
過
、
ぎ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
物
語
ら
れ
な
か
っ
た
部
分
に
お
い
て
も
、

つ
ま
り
小
説
の
背
後
で
も
、
事
件
は
進
展
し

時

-133ー

聞
は
、
物
語
ら
れ
た
部
分
で
も
省
略
さ
れ
た
部
分
で
も
、
均
等
に
、
等
質
に
、

時
計
の
目
盛
に
従
っ
て
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
常

に
自
明
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
読
者
も
そ
れ
を
感
じ
、
納
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
、
が
、

「
魔
の
山
」
に
お
い
て

は
、
そ
う
で
は
な
い
。
多
く
物
語
ら
れ
た
部
分
に
お
い
て
は
時
間
は
ゆ
っ
く
り
と
進
み
、

内
容
が
省
略
さ
れ
た
部
分
で
は
、
時
間
も
省
略

さ
れ
た
み
た
い
に

「
ア
ポ
ス
ト
ロ
ー
ブ
を
打
た
れ
た
み
た
い
に
」
早
く
過
ぎ
去
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
主
人
公
の
主
観

に
と
っ
て
だ
け
で
、
そ
の
聞
に
も
実
際
の
時
間
、

「
こ
の
上
」
と
違
う
低
地
の
時
間
は
、

均
質
に
「
七
年
間
」
流
れ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

し
か
し
、
こ
の
時
計
の
目
盛
の
時
間
は
、
主
人
公
に
は
も
は
や
意
識
さ
れ
な
く
な
り
、

読
者
も
ま
た
、
作
者

の
巧
妙
な
手
段
|
|
時
間
配
分
の
不
均
等
、
天
候
の
激
変
に
よ
る
季
節
感
の
混
乱
、
度
重
な
る
時
間
談
義
等
々
に
よ
っ
て
、

実
際
の
時
間

の
経
過
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
、

た
び
た
び
そ
れ
を
問
題
に
し
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
え
っ
て
読
者
を
混
乱
さ
せ
、
忘
れ

北
大
文
部
紀
要
学



「
時
の
小
説
」

(
N
向
日
常
0

日
間
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
作
者
の
狙
い
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、

常
に
作
品
の
底
を
流
れ
る
時
計
の
時
聞
を
前
提
と
し
た

古
典
的
小
説
と
は
違
っ
た
新
し
い
時
間
法
則
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
小
説
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
低
地
の
現
実
の
時
間
は
ま
す

(

マ

〉

ま
す
非
現
実
的
な
も
の
に
な
り
、
主
人
公
の
主
観
的
心
理
的
時
聞
が
唯
一
つ
実
在
す
る
現
実
的
な
時
間
に
思
わ
れ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
マ
ン
が
「
魔
の
山
」
で
試
み
た
新
し
い
ク
ロ
ノ
ロ
ギ
1
の
発
見
は
、
イ
ェ
ン
ス
が
「
針
の
な
い
時
計
」
と
名
付

(
8
)
 

け
た
ブ
ル
ー
ス
ト
以
来
の
現
代
文
学
の
傾
向
の
中
に
組
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

「
時
間
の
問
題
は
現
代
小
説
の
問
題
そ
の
も

(
9
)
 

の
で
あ
り
、
こ
れ
と
対
決
し
た
こ
と
の
な
い
一
流
小
説
家
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
」
と
イ
ェ
ン
ス
は
言
う
。
そ
の
意
味
で
は
、

ーマ
ン

も
、
現
代
の
一
流
小
説
家
の
一
人
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

た
だ
、
最
も
尖
鋭
な
、

と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。

マ
ン
は

イ
ェ
ン
ス
が
プ

「
ジ
ョ
イ
ス
の
極
端
な
ア
ヴ
ア
ン

ギ
ャ
ル
デ
ィ
ス
ム
に
較
べ
る
と
、
私
の
作
品
は
気
の
抜
け
た
伝
統
主
義
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、

「
芸
術
家
ほ
ど
古
い
も
の
、
陳
腐
な
も
の
に
退
屈
し
、

ル
l
ス
ト
に
続
く
古
典
的
小
説
形
式
の
破
壊
者
と
し
て
挙
げ
た
ジ
エ

l
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
に
つ
い
て
、

先
に
も
ち
ょ
っ
と

一 !?4~

触
れ
た
よ
う
に
、

新
し
い
も
の
を
性
急
に
求
め
る
も
の
は
い
な
い
」

と
し
な
が

ま
た
、
芸
術
家
ほ
ど
伝
統
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
も
な
い
。
拘
束
の
中
の
大
胆
さ
、

満
た
す
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
彼
の
本
領
で
あ
り
、
彼
の
仕
事
で
あ
る
」
と
続
け
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら

づ
も
っ
と
も
、

伝
統
を
刺
激
的
な
新
機
軸
で

マ
ン
は
、

本
質
的
に
は
ジ
ョ
イ
ス
や
ブ
ル
ー
ス
ト
と
同
じ
現
代
作
家
で
あ
る
が
、

た
だ
、
そ
の
姿
勢
は
い
か
に
も
保
守
的
だ
と
い
え
よ
う
。

時
聞
を

取
扱
う
彼
の
手
つ
き
に
も
、
伝
統
に
対
し
て
「
愛
情
に
満
ち
て
い
る
と
同
時
に
解
体
的
な
」
、

つ
ま
り

ハ
ロ
デ
イ
l
の
関
係
に
立
つ
彼

の
面
目
、
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
主
人
公
の
時
間
体
験
の
変
化
、
彼
が
感
じ
る
主
観
的
心
理
的
時
間
そ
の
も
の
を
小
説
の
ク
ロ
ノ
ロ
ギ

l
に
し
た
と
い
う
こ
と

が
、
そ
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

マ
ン
は
、
時
計
の
針
に
象
徴
さ
れ
る
現
実
的
な
時
間
概
念
を
完
全
に
小
説
か
ら
追
放
し
て
、

最
初



か
ら
新
し
い
時
間

〈

日

)

「
内
的
な
円
自
国
側
目
白
骨
な
時
間
」
を
ク
ロ
ノ
ロ
ギ
ー
と
し
て
、
こ
の
小
説
を
書
い
て
は
い
な
い
。

先
に
も
述
べ
た
通

り

こ
の
小
説
の
第
一
章
か
ら
第
四
章
ま
で
の
お
そ
ろ
し
く
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
で
い
く
部
分
は
、

カ
ス
ト
ル
プ
が
見
舞
客
と
し
て
「
こ
の

上
」
に
滞
在
し
た
期
間
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
作
者
は
ま
ず
、
低
地
か
ら
来
た
こ
の
平
凡
な
青
年
が
持
ち
込
ん
で
き
た
外
的
な
現
実
的
時

間
概
念
が
、
根
底
か
ら
揺
す
ぶ
ら
れ
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

の
病
気
と
死
と
の
世
界
の
大
ま
か
な
時
間
勘
定
に
出
会
っ
て
途
惑
い
し
、
次
第
に
崩
れ
て
い
く
、

時
計
の
針
に
従
っ
た
活
動
的
な
低
地
の
時
聞
が
、
「
こ
の
上
」

そ
の
過
程
が
第
四
章
ま
で
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、

い
ろ
い
ろ
な
そ
テ
ィ
l
フ
が
便
わ
れ
る
。

八
月
だ
と
い
う
の
に
滞
在
三
日
自
に
は
も
う
雪
が
降
る
と
い
う
よ
う
な
季
節
感

さ
れ
た
規
則
正
し
い
単
調
な
生
活
、

の
混
乱
、
終
っ
た
か
と
思
う
と
す
ぐ
に
ま
た
繰
返
さ
れ
る
一
日
五
回
の
食
事
、
散
歩
、
検
温
、
背
臥
療
法
と
い
う
よ
う
に
厳
密
に
区
分

d
?
と
い
う
シ
ラ
ブ
ル
の
も
つ
深
い
脚
色
別
、
ヒ
ッ
ペ
と
シ
ョ
l
シ
ヤ
夫
人
と
の
相
仰
苧
々
、

す
ベ

て
が
主
人
公
カ
ス
ト
ル
プ
の
、

と
共
に
読
者
の
時
間
感
覚
を
狂
わ
し
て
い
く
役
目
を
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

し
か
も

要
所
要
所

-135-

に
、
そ
う
い
う
時
間
体
験
を
裏
書
き
す
る
よ
う
な
論
議
が
挿
ま
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
時
間
感
覚
に
関
す
る
余
談
」
を
経
て
、

」
の
よ

う
に
揺
す
ぶ
ら
れ
て
き
た
時
間
観
念
が

一
つ
の
定
式
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
時
間
は

時
計
の
針
で
計
れ
る
よ
う
な
均
質
に
経

過
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
体
験
す
る
人
の
主
観
に
よ
っ
て
伸
縮
す
る
も
の
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
、
時
間
概

念
が
同
町
田
-
な
も
の
か
ら

E
g
m
E管
な
も
の
に
変
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

IlP 
ち

一
つ
に
は
、

」
れ
に
よ
っ
て
外
的
な
時
聞
が
内
的
時
間
に
道
を
譲
り
、
第
五
章
以
下
、

「
魔
の
山
」
に
固
有
な
時
間
に
入
っ
て
い
く
こ
と
、
が
可
能
に
な

る
の
で
あ
り
、

一
方
、
物
語
自
体
に
つ
い
て
い
え
ば
、
時
聞
が
自
由
に
端
折
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
結
果
、

物
語
の
ス
ピ

ー
ド
、
が
増
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

つ
ま
り

ト
l
マ
ス
・
マ
ン
は
、

ジ
ョ
イ
ス
の
よ
う
に
外
的
な
時
聞
を
極
端
に
制
限
、
集
中
し
、

そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
を
可
能
な
限
り

北
大
文
学
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紀
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「
時
の
小
説
」

(
N
a可
O
B
g
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

避
け
て
、
そ
の
背
後
に
あ
る
内
的
時
間
の
無
限
の
ひ
ろ
が
り
に
力
点
を
お
く
と
い
う
十
台
?
と
ら
ず
、
外
的
時
聞
が
内
的
時
間
に
変
っ
て

い
く
過
程
そ
の
も
の
を
、
「
内
的
時
間
の
獲
得
」
の
手
順
自
体
を
、
親
切
に
も
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の

が
、
主
人
公
の
時
間
感
覚
に
小
説
の
一
時
間
配
分
を
合
わ
せ
る
と
い
う
独
特
の
手
法
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
こ
の
内
的
時
聞
は
、

以
下
に
見

る
よ
う
に
、
主
人
公
の
時
間
体
験
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
る
か
ら
、

の
転
化
の
必
然
性
を
示
す
こ
と
に
成
功
し
た
、
即
ち
、
小
説
が
自
ら
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
な
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ

る。

」
の
手
法
は

い
わ
ば
叙
述
形
式
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
内
的
時
間
へ

四
、
内

自ヲ

時

間

第
五
章
は
、

ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
病
気
と
診
断
さ
れ
、
三
週
間
の
ベ
ッ
ド
生
活
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

の

~J36~ 

時
か
ら
、
彼
は
客
と
し
て
で
は
な
く
、
完
全
に
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
患
者
と
し
て
、
魔
の
山
の
住
人
と
し
て
こ
の
上
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る

(
1〉

(
2
)

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
彼
は
、
低
地
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
か
ら
と
同
様
、
低
地
の
時
聞
か
ら
も
完
全
に
「
自
由
」
に
な
り
、
魔
の

山
の
時
間
概
念
に
ま
き
こ
ま
れ
て
し
ま
う
。
第
五
章
以
後
、
小
説
は
、
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
内
的
時
間
の
中
に
入
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
が
、
そ
の
音
楽
的
時
間
の
配
分
の
点
で
、
極
め
て
意
識
的
な
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
で
も
う
一

度
全
体
の
釣
合
い
を
見
る
と
、
第
四
章
ま
で
の
ハ
ン
ス
が
客
と
し
て
滞
在
し
た
期
間
、
即
ち
内
的
時
間
獲
得
の
過
程
が
全
体
の
約
四
分
の

一
を
占
め
、
残
り
の
四
分
の
コ
一
を
、
第
五
章
、
第
六
章
、
第
七
章
が
ほ
ぼ
コ
一
等
分
す
る
(
全
体
の
四
分
の
一
ず
つ
)

形
に
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
冒
頭
に
、
先
述
し
た
如
く
、
時
間
論
議
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
構
成
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
、
第

五
章
以
下
小
説
を
占
め
て
し
ま
う
内
的
時
間
、
魔
の
山
の
時
間
概
念
も
、
常
に
同
じ
質
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

各



章
毎
に
異
な
っ
た
時
間
が
ー
ー
そ
の
相
違
は
微
妙
な
も
の
で
あ
る
に
し
ろ
l
l
l
こ
の
山
を
包
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
し

(
3〉

て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
時
間
論
議
は
、
既
に
挙
げ
た
「
時
間
感
覚
に
関
す
る
余
談
L

な
ど
が
、

先
行
す
る
経
験
の
総
計
を
な

し
つ
つ
同
時
に
後
続
の
事
件
を
も
暗
示
し
て
、
巧
妙
に
新
し
い
時
間
体
験
へ
と
導
い
て
い
っ
た
よ
う
に
、

な
が
ら
、

し
か
も
「
時
聞
を
、

ま
さ
し
く
そ
の
章
で
描
か
れ
体
験
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
い
て
み
せ
て
い
る
」

そ
れ
ぞ
れ
前

の章
でと
あ連
るZ繋
O~ を

保
ち

第
五
章
の
冒
頭
の
項
「
永
遠
の
ス
l
プ
と
突
然
の
明
る
さ
」
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
れ
か
ら
の
三
週
間
の
報
告
は
あ
っ
と
い

う
聞
に
片
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
話
者
自
身
の
予
想
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
が
物
語
の
法
則
に
か
な
っ
た
こ
と
だ
と
言
っ
た
あ
と
で
、

セ
ミ
コ
ロ
ン
を
打
ち
、

「
な
お
、
時
間
の
神
秘
に
関
し
て
、
私
た
ち
が
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
に
お
相
伴
し
て
出
く
わ
す
不
思
議
な
現
象

に
つ
い
て

い
ま
こ
こ
で
目
に
つ
い
た
の
と
は
全
然
別
の
現
象
に
つ
い
て
も
、
読
者
の
注
意
を
促
し
て
お
く
の
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
が
ど
ん
な
に
「
長
く
』
続
く
幾
日
か
で
あ
っ
て
も
、

(
5
)
 

く
経
っ
て
し
ま
う
か
を
、
各
自
に
思
い
出
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
今
の
と
こ
ろ
は
十
分
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、

し
か
し
、
私
た
ち
が
病
人
と
し
て
ベ
ッ
ド
の
中
で
送
る
幾
日
か
は
、

い
か
に
早

-J37一

新
し
い
時
間
概
念
を
暗
示
す

る。

こ
の
書
き
方
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
前
章
で
の
陳
述
を
裏
付
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
次
の
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

作
者

は
、
主
人
公
の
体
験
す
る
心
理
的
時
間
に
小
説
の
時
間
配
分
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
と
、
魔
の
山
の
本
来
の
内
的
時
聞
を
描
く
こ
と
と

を
、
全
く
別
の
手
続
き
と
考
え
て
い
た
、
即
ち
、
内
的
時
間
は
こ
の
時
か
ら
初
め
て
山
を
支
配
す
る
の
で
あ
る
が
、

(
6
)
 

内
的
時
間
は
前
者
の
必
然
的
な
結
果
で
あ
り
、
前
者
は
後
者
を
獲
得
す
る
た
め
の
手
段
な
の
だ
、
と
。

第
四
章
に
お
け
る
時
間
概
念
、
魔
の
山
の
内
的
時
聞
を
、
作
者
は
、

し
か
も
ま
た
、
こ
の

「
永
遠
の
ス

l
プ
」
と
い
う
比
轍
で
描
い
て
み
せ
る
。

ベ
ッ
ド
に

い
る
病
人
に
と
っ
て
は
「
毎
日
が
同
じ
よ
う
な
繰
返
し
で
あ
る
が
、
毎
日
同
じ
よ
う
な
日
だ
と
し
た
ら
、

あ
ま
り
正
し
い
と
は
い
え
な
い
。

一
様
と
か
、
動
か
ぬ
現
在
と
か
、
永
遠
と
か
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
繰
返
し
」
と
い
う
の
も
結
局

君
の
枕
元
へ
正
午
の
ス

1
プ
が
運

北
大
文
学
部
紀
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「
時
の
小
説
」

(
N
回目可
O
B間
口

ν

と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

ば
れ
て
く
る
、
昨
日
も
運
ば
れ
た
よ
う
に

そ
し
て
明
日
も
運
ば
れ
て
く
る
よ
う
に
。
そ
し
て
、
そ
の
瞬
間
に
君
は
変
な
気
持
に
な
る
ー
ー
ー

ど
ん
な
ふ
う
に
し
て
な
の
か
、
ま
た
ど
う
し
て
な
の
か
は
君
に
も
わ
か
ら
な
い
が
。

ス
ー
プ
が
運
ば
れ
て
く
る
の
を
見
て
い
る
う
ち
に
、
君

は
目
の
前
、
が
く
ら
く
ら
と
し
て
、
時
間
の
区
分
が
わ
か
ら
な
く
な
り
、
区
分
が
溶
け
合
っ
て
し
ま
い
、
君
に
存
在
の
真
の
姿
と
見
え
る
の

は
、
君
の
枕
元
へ
永
遠
に
ス

l
プ
が
運
ば
れ
て
く
る
、

そ
の
前
後
の
ひ
ろ
が
り
の
な
い
現
在
で
あ
る
。

し
か
し
、

永
遠
を
前
に
し
て
退
屈

(
】

l
g
m
R者
向
己
乙
で
あ
る
と
か
な
い
と
か
い
う
の
は
、
矛
盾
も
は
な
は
だ
し
い
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
矛
盾
を
避
け
た
い
と
考
え
る

(
7
)
 

|
!
と
く
に
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
と
一
緒
の
聞
は
。
」
毎
日
が
同
じ
よ
う
な
日
な
ら
、
繰
返
し
で
は
な
く
て
、

一
様
と
か
動
か
ぬ
現
在

と
か
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
1

i
こ
れ
が
、
単
調
と
っ
退
屈
」
と
を
扱
っ
て
い
た
第
四
章
の
「
時
間
感
覚
に
関
す
る
余
談
」

の
後
を
受
け
て

い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が

一
方
、
時
聞
が
長
い
と
か
短
か
い
と
か
い
う
こ
と
は
も
う
問
題
で
は
な
く
て
、

永
遠
が
問
題
な
の
だ
と

-!3S~ 

い
う
こ
と
を
も
、
こ
の
文
章
は
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
余
談
」
の
役
割
は

時
聞
を

Hg-
な
も
の
か
ら

HHE∞
宮
川
町

な
も
の
に
変
え
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
、
そ
の
日
自
由
m
g智
な
時
聞
が
、

ま
ず
こ
う
い
う
形
を
と
っ
て
現
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
昨
日
と
明
日
、
過
去
と
未
来
の
様
相
の
区
別
は
消
滅
し
、
時
間
は
溶
け
合
っ
て
、

ロロロロ

m
g
g
だ
け
が
存
在
の
真
の
姿
と
し
て

残
る
。
こ
れ
が
、
魔
の
山
の
、
少
な
く
と
も
第
四
章
に
お
け
る
時
間
概
念
で
あ
る
。
時
間
は
、
も
は
や
官
。

m
R
g
Z
な
も
の
で
は
な
く
て
、

一
様
な
り

2
2
に
な
る
。
魔
の
山
の
上
で
は
、
時
間
は
殆
ど
流
れ
ず
に
、
停
滞
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
B
)
 

ゃ
、
患
者
と
し
て
、
こ
の
時
間
の
流
れ
な
い
魔
の
山
の
病
気
と
死
と
の
世
界
に
1
l
l
一
つ
の
「
塚
穴
」
に
、

ハ
ン
ス

-
カ
ス
ト
ル
プ
は
A
7

「
密
封
さ
れ
て
」

9
2
B
O
i
 

江田円}凶

4
2凹
円
}
回
目
。
由
回
開
口
)
し
ま
う
の
で
あ
る
。

カ
ス
ト
ル
プ
は
、

ナ
フ
タ
が
「
錬
金
術
(
出
2
B
E
F
)
の
魔
術
的
教
育
」
に
つ
い
て
話
し

た
時
、
低
地
の
彼
の
家
で
家
政
婦
が
棚
の
上
に
並
べ
て
お
い
た
食
料
品
貯
蔵
墨
の
こ
と
を
言
う
。

そ
れ
は
密
封
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
塁
で
、

中
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
入
れ
て
、
く
る
日
も
く
る
日
も
棚
の
上
に
並
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
を
聞
け
て
み
る
と
、

中
の
物
は
い
つ
も
新
鮮



で
、
初
め
の
ま
ま
で
、
年
月
も
そ
れ
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
錬
金
術
で
も
醇
化
で
も
な
く
て
、

た
だ
の
貯

蔵
に
す
ぎ
な
い
が

し
か
し
、

「
そ
の
魔
術
的
な
と
こ
ろ
は
、
貯
蔵
さ
れ
た
も
の
が
時
間
の
影
響
を
う
け
な
い
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
時
間

か
ら
密
封
隔
離
さ
れ
て
い
て
、
時
間
は
そ
の
ま
わ
り
を
過
ぎ
て
い
く
。
そ
れ
は
時
聞
を
持
た
ず
、

(
9
)
 

に
並
ん
で
い
る
の
で
す
。
」
カ
ス
ト
ル
プ
も
、
こ
の
貯
蔵
震
の
中
の
食
料
品
と
同
じ
く
、
時
間
の
流
れ
か
ら
「
魔
の
山
」

時
間
の
流
れ
の
外
に
あ
っ
て
、
棚
の
上

と
い
う
魔
術
的

な
世
界
に
密
封
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
、
作
者
が
何
故
、
第
五
章
以
下
カ
ス
ト
ル
プ
の
患
者
と
し
て
の
七
年
間
の
生
活
の
回
目
頭
に
、

二
週
間
の
完
全
な
ベ
ッ
ド
生
活
を

置
い
た
か
、
何
故

一
般
の
患
者
と
同
じ
療
養
生
活
か
ら
す
ぐ
に
始
め
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
三
週
間

の
ベ
ッ
ド
生
活
は
、
以
後
の
病
気
と
死
の
世
界
で
の
生
活
の
象
徴
と
し
て
、

そ
の
世
界
を
外
界
か
ら
密
封
す
る
隔
壁
の
役
を
果
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
三
週
間
、

こ
の
冒
頭
の
「
永
遠
の
ス

i
プ
」
の
項
に
よ
っ
て
、
魔
の
山
は
低
地
か
ら
遮
断
さ
れ
、

一
つ
の
貯
蔵
屡
、

レ

~!39~ 

ト
ル
ト
、
塚
穴
に
な
っ
て
し
ま
う
。
三
週
間
が
終
る
と
、
カ
ス
ト
ル
プ
は
こ
の
「
車
庫
L

か
ら
裟
婆
へ
返
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
は
、

は
や
外
気
の
流
通
を
断
た
れ
た
一
つ
の

ω
O
N
ぽ
向
~
で
あ
り
、
カ
ス
ト
ル
プ
は
密
封
さ
れ
た
空
気
を
吸
っ
て
暮
す
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
時
間
も
ま
た
外
的
な
時
間
の
流
れ
か
ら
遮
断
さ
れ
て
、
墨
の
中
の
「
内
的
時
間
」
に
変
る
。

も

そ
し
て
、

場
の
内
部
は
「
時
聞
を
持
た
な
い
。
L

そ
こ
に
あ
る
の
は
、
一
つ
の

N
m
X
吉
田
ぽ
「
巾
円
円
で
あ
り
、

cコ
ロ
N 
刊

で
あ
~~こ
Vllの

そ時
し間
ては
、流

これ
れな
カミ し、

「
魔
の
山
」
の
内
的
時
間
の
根
本
性
格
な
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
如
く
、

ま
た
こ
れ
か
ら
詳
述
す
る
よ
う
に
、
第
五
、
六
、

七
章
に
描

か
れ
て
い
る
時
間
の
性
質
は
、
そ
れ
ぞ
れ
微
妙
に
違
つ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
巴
ロ
l
N
m
山
片
と
も
呼
べ
る

N
四
日
己

2-mr冊
目
同
で
あ
る
と
い
え
る
。

マ
ン

J

が、

」
の
小
説
を
一
種
の
教
養
小
説
と
し
て

こ
の
伝
統
あ
る
形
式
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
意
図
し
て
い
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N
m
苛
O
B田
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

れ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
小
説
を
「
詐
欺
師
フ
ェ
l
リ
ク
ス
・
ク
ル
ル
の
告
白
」

に
挿
入
す
る
短
篇
小
説
と
し
て
書
き
始
め
て
い
た
の
だ

が
、
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
て
、
執
筆
を
中
断
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
だ
が
、
大
戦
の
経
験
は
、

」
の
小
説
の
内
容
を
非
常
に

豊
か
に
す
る
と
と
も
に
、

ま
た
形
式
の
上
で
も
、
芸
術
的
な
遊
び
を
す
る
余
裕
を
彼
に
与
え
て
く
れ
た
。
と
い
う
の
も
、

大
戦
中
に
彼
が

更
に
は
人
間
性
一
般
の
問
題
の
徹
底
的
な
検
証
と
認
識
の
書

が
、
小
説
に
と
っ
て
一
番
困
っ
た
素
材
の
重
荷
、
面
倒
な
穿
撃
ご
と
の
重
荷
を
既
に
処
理
し
て
い
て
く
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。

書
き
続
け
た
「
非
政
治
的
人
間
の
考
察
」
、
こ
の
自
己
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
、

そ
う
し
て

み
る
と
、
自
由
な
芸
術
家
と
し
て
彼
が
既
に
そ
の
上
に
立
っ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
対
立
、

人
間
の
問
題
を
め
ぐ
る
無
数
の
イ
デ
ー
の

交
錯
、
ー
ー
そ
の
聞
に
一
見
単
純
な
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
を
遊
ば
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
r
。B
O
【
古
即
ち
自
己
に
つ
い
て
の

宗
教
的
な
疑
問
、
自
己
の
起
源
と
行
末
、
本
質
と
目
標
、
宇
宙
に
お
け
る
そ
の
位
置
、
そ
の
存
在
の
秘
密
と
い
っ
た
人
間
性
の
永
遠
の
謎

に
つ
い
て
の
宗
教
的
な
疑
問
を
も
っ
た
人
間
そ
の
も
の
」
の
姿
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
の
が
、

」
の
教
養
小
説
を
書
く
に
当
つ
て
の

-J40ー

作
者
の
目
論
見
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

と
す
れ
ば

「
魔
の
山
」
の
よ
う
な
一
つ
の
隔
絶
し
た
、

「
密
封
さ
れ
た
」
、

キ
寸
司
リ
ヤ

--f
こ
工
、

医
日
い
右
才
1
7・7

L

そ
の
た
め
に
ど
ん
な
に
好
都
合
か
は
、
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
は
、

能
と
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
物
も
事
件
も
、

世
界
を
虚
構
す
る
こ
と
が
、

す
べ
て
の
も
の
が
純
粋
な
機

一
切
が
、
作
者
の
イ
ロ
ニ

l
に
操
ら
れ
て
、

す
る
た
め
に
、
時
間
空
間
の
榔
を
解
か
れ
た
モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
対
立
す
る
考
え
方
が
尊
い
の
で
は
な
く
、

立
の
支
配
者
で
あ
る
人
聞
が
尊
い
の
で
あ
る
が
、
小
説
と
し
て
は
、
個
々
の
モ
テ
ィ
l
フ
や
イ
デ
ー
が
大
事
な
の
で
は
な
く
、

円

四

)

作
り
出
す
関
係
自
体
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
そ
の
も
の
の
姿
を
浮
彫
り
に

あ
ら
ゆ
る
対

そ
れ
ら
カミ

「
魔
の
山
」
の

N
巳
己

0
2
m
z
x
は、

根
本
的
に
は
そ
こ
に
由
来
す
る
も

第
五
章
で
描
か
れ
る
病
人
の
時
間
概
念
、

E
R
m
g口出

一
様
な
持
続
、
前
後
の
ひ
ろ
が
り
の
な
い
現
在
と
し
て
の
時
間
は
、

」
の
よ



う
な
「
魔
の
山
」
の

N
2己
C
回
目

m
r
x
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
死
に
近
い
時
間
、
或
い
は
、
殆
ど
無
の
時
間
で
あ
る
。

円マ

ン

は
「
魔
の
山
」
を
、
最
初
は
「
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
」
の
対
を
な
す
も
の
と
し
て
、
同
じ
「
死
の
誘
惑
」
と
い
う
テ
1
マ
を
扱
い
な
が
ら
逆

に
そ
れ
を
滑
稽
化
す
る
調
刺
的
な
ノ
ヴ
ェ
レ
と
し
て
、
書
き
始
め
た
と
い
う
し
、
ま
た
、
再
執
筆
後
に
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
の
六
十
歳
の
誕
生

日
を
記
念
し
て
行
な
わ
れ
た
「
ド
イ
ツ
共
和
国
に
つ
い
て
」
と
い
う
講
演
の
中
で
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
。

「
死
へ
の
親
愛
感
が
放
埼
な

ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
な
る
の
は
、
死
、
が
、
独
立
し
た
精
神
的
な
力
と
し
て
生
に
対
置
さ
れ
て
、

浄
め
浄
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
生
の
中
に
取

り
入
れ
ら
れ
な
い
時
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
死
と
病
気
と
へ
の
関
心
は
:
・
・
生
へ
の
、
人
間
へ
の
関
心
の
一
つ
の
現
れ
に
す
ぎ
ま

死
の
体
験
が
結
局
は
生
の
体
験
で

あ
る
と
い
う
こ
と
、
死
の
体
験
が
人
間
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
の
は
、
教
養
小
説
の
対
象
に
な
り
得
る
で
し
ょ
う
」
と
。
作
者

せ
ん
。
:
・
・
有
機
体
、
生
に
関
心
を
も
つ
も
の
は
、

と
り
わ
け
死
に
関
心
を
抱
く
の
で
す
。
そ
し
て
、

が
、
こ
の
教
養
小
説
で
、

ま
ず
最
初
に
主
人
公
を
死
と
無
と
の
塚
穴
へ
連
れ
込
も
う
と
し
て
い
る
の
は
、
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。

は
、
カ
ス
ト
ル
プ
が
、
句
者
口
「
O
℃
O

B
吉
田
と
し
て
の
ゼ
テ
ム
ブ
リ
l

ニ
に
導
か
れ
て
、
シ
ョ

l
シ
ャ
夫
人
に
代
表
さ
れ
る
「
病
気
と
死
と

肉
慾
」
の
力
に
浄
め
ら
れ
る
た
め
に
、
深
淵
へ
と
下
り
て
い
く
「
冥
府
下
白
の
章
で
あ
る
o

第
二
項
「
あ
あ
、
見
え
る
ど
で
、

(

お

)

ト
ル
プ
が
「
地
下
」
の
暗
い
レ
ン
ト
ゲ
ン
検
査
室
へ
つ
下
り
て
い
き
」
、
そ
こ
で
シ
ョ

l
シ
ャ
夫
人
に
出
会
う
の
は
、

第
五
章

一~ 141ー『

カ

ス

第
五
章
全
体
を
先

取
し
、
暗
示
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
前
に
置
か
れ
た
第
一
項
「
永
遠
の
ス

l
プ
」
の
時
間
概
念
は
、

」
の
死
と
無
と
の

章
が
そ
の
中
で
演
じ
ら
れ
る
べ
き
時
聞
を
予
め
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ン
は
、
こ
の
小
説
に
対
す
る
或
る
評
言
を
借
り
て
、
自
ら
「
魔
の
山
」
を

F
E阻止
0
5
5
5
8
と
呼
ん
だ
。

(

部

)

と
死
と
を
、
知
識
と
健
康
と
生
と
に
到
る
た
め
に
是
非
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
道
と
見
倣
し
て
い
る
か
ら
」
で
あ
る
。
第
六
章
で
、

」
の
小
説
が
「
病
気

Lー
の

H
Z片

山
伊
丹

5
5
5
5田
口
は
最
高
潮
に
達
す
る
。
第
二
項
で
、

「
さ
ら
に
一
人
」
ナ
フ
タ
氏
が
登
場
し
て
き
て
、

カ
ス
ト
ル
プ
青
年
は
、

」

れ

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N印
有

O
H
H

岡
田
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

ら
理
念
の
代
表
者
た
ち
の
与
え
る
「
錬
金
術
的
教
育
」

合
同
町
「
2
B巾
片
山
田
口
宮
司
郎
、
〔
目
指
晶
子
)
の
柑
塙
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
て
し
ま
う
。

と
い
う
よ
り
、
こ
の
時
間
空
間
的
に
密
封
さ
れ
た
(
宮
口
日
片
岡
山
岳

5
5
n
E
C印
印

B
)
魔
の
山
の
塚
穴
が
、
カ
ス
ト
ル
プ
を
精
錬
し
醇
化
さ

せ
る
l

i
つ
ま
り
、
凹

Em州

O
B
す
る
水
晶
の
レ
ト
ル
ト
に
な
る
の
で
あ
る
。
ナ
フ
タ
は
、
青
年
に
、
か
つ
て
ア
リ

l
・
メ

l
ス
ン
団
や
ジ

い
て
話
す
。

ェ
ス
イ
ッ
ト
会
が
行
な
っ
て
い
た
「
魔
術
的
教
育
」
|
|
外
部
の
影
響
に
よ
る
向
上
精
錬
と
い
う
錬
金
術
の
原
理
を
応
用
し
た
教
育
に
つ

「
錬
金
術
的
変
形
の
象
徴
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
塚
穴
で
す
。
:
:
:
腐
敗
と
分
解
の
場
所
で
あ
る
塚
穴
こ
そ
、

あ
ら
ゆ
る
錬
金

術
の
神
髄
で
あ
り
、
物
質
が
最
後
の
変
形
と
醇
化
と
を
強
い
ら
れ
る
容
器
、
密
封
さ
れ
た
水
日
間
の
レ
ト
ル
ト
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
」
ま

た
、
「
徒
弟
は
知
識
慾
に
燃
え
、
勇
敢
で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
0

・
:
・
塚
穴
、
墓
穴
は
、

い
つ
も
入
団
式
の
主
要
な
象
徴
で
し
た
。
知
識

へ
の
導
入
を
許
さ
れ
よ
う
と
願
う
初
心
者
は
、
塚
穴
の
恐
怖
の
も
と
で
彼
の
勇
気
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、

教
団
の
慣
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習
に
よ
っ
て
、
試
験
的
に
塚
穴
の
中
へ
連
れ
込
ま
れ
、
そ
の
中
に
暫
く
と
ど
ま
っ
て
か
ら
、
知
ら
な
い
団
員
の
手
で
、

そ
こ
か
ら
連
れ
出

さ
れ
る
の
で
す
。
秘
義
と
醇
化
の
道
は
、
多
く
の
危
険
に
取
り
囲
ま
れ
、
一
死
の
恐
怖
と
腐
敗
分
解
の
国
を
く
ぐ
り
抜
け
て
お
り
、

は
、
神
秘
の
影
に
ほ
か
な
ら
な
い
覆
面
の
人
々
に
導
か
れ
る
の
で
す
。
」
こ
の
第
六
章
の
最
後
の
項
の
対
話
は
、

徒
弟

そ
の
ま
ま
第
六
章
全
体

を
総
括
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
第
五
章
で
試
験
的
に
塚
穴
に
連
れ
こ
ま
れ
合
格
し
た
カ
ス
ト
ル
プ
に
、

更
に
外
部
か
ら
加
え
ら
れ
る
死

と
危
険
の
錬
金
術
的
影
響
こ
れ
が
、
第
六
章
の
内
容
で
あ
る
。

こ
の
第
六
章
の
冒
頭
に
お
か
れ
て
い
る
の
が
「
変
化
」
の
項
で
あ
る
が
、

そ
の
ま
た
冒
頭
に
あ
る
時
間
の
神
秘
に
つ
い
て
の
モ
ノ
ロ

l

グ
は
、
こ
の
よ
う
な
錬
金
術
的
変
形
の
章
に
ぴ
っ
た
り
符
合
し
た
時
間
概
念
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
疑
問
に
始
ま
り
、
疑

聞
に
終
っ
て
い
る
。
時
間
は
、
空
間
中
の
物
体
の
運
動
に
結
び
つ
い
た
一
つ
の
運
動
で
あ
る
が
、

そ
う
と
す
れ
ば
、

運
動
が
な
け
れ
ば
時

聞
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

と
い
う
の
も
、
時
間
は
永
遠
で
空
間
は
無
限
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
、
有
限
な
も
の
有
極
な



も
の
を
残
ら
ず
否
定
し
、
相
対
的
に
そ
れ
を
ゼ
ロ
に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
有
限
な
も
の
、
即
ち
前
後
、

左

右
、
距
離
、
運
動
、
変
化
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
結
び
つ
い
て
い
る
時
間
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

シ
カ
ル
な
疑
問
で
も
っ
て
、
こ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
時
間
の
神
秘
を
一
一
層
酸
味
な
も
の
に
す
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、

ぜ
い
尋
ね
た
ま
え
〆
」
と
い
う
台
詞
は
、
実
は
、
前
後
を
か
ざ
る
こ
の
疑
問
が
既
に
こ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
自
体
の
中
で
答
え
ら
れ
て
い
る
こ

」
の
パ
ラ
ド
ク

「
ま
あ

せ
L 、

と
を
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
時
間

(Nao
は
「
時
み
ち
て
生
む
」
(
N
巾

E
m
g
)

で
は
、
何
を
生
む
の
だ
ろ
う
か
。
変
化
を
で
あ
る
。
現
在
は
も
う
当
時
で
は
な
く
、

「
時
聞
は
活
動
的
で
、
動
詞
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

力
を
も
っ
て
い
る
。

者
の
聞
に
は
運
動
が
挿
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
は
あ
そ
こ
で
は
な
い
。
二

し
か
し
、
時
聞
を
測
る
に
用
い
る
運
動
は
循
環
的
で
あ
り
、

円
周
的
で
あ
る
か
ら

こ
の
運
動
と
変
化
と
は
、
殆
ど
静
止
と
停
滞
と
呼
ん
で
も
い
い
わ
け
で
あ
る
。
当
時
は
た
え
ず
現
在
の
な
か
に
、

(

叩

)

に
繰
返
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
マ
ン
は
先
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
、
循
環
運
動
と
繰
返
し
と
い
う
考
え
で
解
決
す
る
。

も
い
え
る
運
動
、
無
限
の
同
じ
運
動
で
あ
り
、
繰
返
し
は
停
滞
と
も
い
え
る
変
化
、
永
遠
の
同
じ
変
化
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

あ
そ
こ
は
た
え
ず
こ
こ

第
五
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循
潔
運
動
は
静
止
と

章
に
描
か
れ
た
病
人
の
時
間
概
念
、
永
遠
の
現
在
、

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
病
人
の
同
じ
よ
う
な
毎
日
の
繰
返
し
も
、

一
様
な
持
続
を
受
け
つ
ぎ
な
が
ら
、
同
時
に
そ
れ
を
微
妙
に
告
ほ

2
2
N
-
2
8
す
る

化
で
あ
る
、

や
は
り
一
つ
の
変
化
で
あ
る
、
変
化
と
は
い
え
ぬ
一
変

と
。
こ
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
は
、
第
六
章
の
全
体
を
先
取
し
、
そ
の
形
式
を
も
暗
示
す
る
。
形
体
解
消
と
肉
慾
と
の
塚
穴
か
ら
連

れ
出
さ
れ
た
患
者
カ
ス
ト
ル
プ
の
行
く
道
を
、
繰
返
し
襲
う
の
は
、
依
然
と
し
て
死
の
危
険
で
あ
る
。

生
を
も
た
ぬ
精
神
と
し
て
の
ナ
フ

タ

o
F
2
2己ロぬ出向
F
P
2
と
し
て
の
ヨ

l
ア
ヒ
ム
の
死
。
雪
の
中
で
の
ハ
ン
ス
自
身
の
死
の
危
険
等
々
。
こ
の
章
は
、
第
五
章
の
一
一
層
大

合
間
)

が
か
り
な
、
高
め
ら
れ
た
形
で
の
繰
返
し
で
あ
る
。

こ
の
章
で
仏
山
内
町
四
吋
S
N
U
Bロ
さ
れ
た
時
間
の
神
秘
は
、
従
っ
て
、

「
一
様
に
続
く
時
間
の
中
か
ら
も
、
変
化
と
は
い
え
ぬ
変
化
が
生
ま

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N丘
町

O
B回
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

れ
る
。
絶
え
ず
何
か
が
起
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
既
に
一
度
起
っ
た
こ
と
の
繰
返
し
で
あ
ん
J
)

と
い
う
定
式
に
ま
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

は
、
明
ら
か
に
、
先
に
述
べ
た
錬
金
術
的
教
育
の
原
理
に
照
応
す
る
時
間
概
念
で
あ
る
。
時
間
的
に
密
封
さ
れ
た
レ
ト
ル
ト
、
動
か
な
い

持
続
の
中
で
も
、
変
形
と
醇
化
が
行
な
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
現
実
の
時
間
の
影
響
を
受
け
な
い
魔
の
山
の
塚
穴
の
中
で
こ
そ
、
平
凡
な
カ

「
低
地
に
い
た
の
で
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
よ
う
な
」
冒
険
を
す
る
能
力
を
与
え
ら
れ
る
、

ス
ト
ル
プ
青
年
は
、

(

出

)

の
で
あ
る
。
錬
金
術
的
教
育
の
最
高
潮
で
あ
る
「
雪
」
の
場
面
で
は
、

れ
、
時
間
空
間
を
超
え
た
雪
山
へ
と
一
人
ぼ
っ
ち
で
登
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
す
ま
す
広
が
っ
て
い
く
カ
ス
ト
ル
プ
の
問
題
範
囲
、

「
人
閉
そ
の
も
の
」
を
め
ぐ
る
問
題
性
は
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
、
時
間
の
鎖
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
初
め
て
、

つ
ま
り
え
包
ぬ
印
目
さ
れ
る

カ
ス
ト
ル
プ
は

こ
の
魔
の
山
の
中
で
さ
え
、
更
に
人
里
を
離

純
粋
な
機
能
と
し
て
扱
わ

一
方
、
作
者
の
イ
ロ
ニ

l
は
、
こ
の
変
化
が
、
変
化
と
は
い
え
ぬ
変
化
で

カ
ス
ト
ル
プ
は
、
雪
山
を
降
り
て
く
る
と
、
折
角
「
陣
取
っ
た
」

F
0
5
0

仏
巴
の
地
位

(

訂

)

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
次
の
「
兵
土
と
し
て
、
し
か
も
立
派
な
」
の
項

で
、
何
故
ハ
ン
ス
は
、
錬
金
術
的
教
育
に
つ
い
て
話
す
ナ
フ
タ
を
遮
っ
て
、
「
錬
金
術
で
も
醇
化
で
も
な
い
、
た
だ
の
貯
蔵
」
壊
の
こ
と

を
持
出
し
た
の
だ
ろ
う
か
ー
ー
ー
そ
の
魔
術
は
、
中
山
身
が
「
も
と
の
ま
ま
」
で
、
時
間
の
影
響
を
受
け
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
の
に
。

れ
、
本
当
の
力
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し

あ
る
こ
と
を
も
、
決
し
て
忘
れ
て
は
い
な
い
。

の
夢
を
、
も
う
「
そ
の
晩
の
う
ち
に
」
忘
れ
、

そ
れ
は

た
だ
っ
若
気
の
い
た
り
か
ら
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

r
R
5
2
2与
と

τう
言
葉
を
聞
く
と
い
つ
も
こ
の
壕
の

ハ
ン
ス
は

こ
と
を
思
い
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
。
作
者
は
、

(

甜

)

は
、
お
そ
ら
く
、
真
面
目
な
遊
び
な
の
だ
。
そ
れ
は
、

(

却

)

可
能
な
こ
と
で
あ
り
、

ω円
四
紅
白
ロ
ロ
ぬ
と
い
う
こ
と
を
真
面
目
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ

「
魔
の
山
」
の

N
S吉田
-mgx
の
中
で
も
、
更
に

E
E
S
な
夢
の
中
で
だ
け

「
魔
の
山
」
の
魔
法
が
解
け
て
、
現
実
の
時
間
の
中
に
主
人
公
が
戻
さ
れ
た
時
に
、

て
く
る
か
は
、
話
者
は
「
思
い
わ
ず
ら
っ
て
は
い
な
い
」

そ
れ
が
ど
う
い
う
形
で
現
れ

の
で
あ
る
。

「
生
に
到
る
天
才
的
な
道
」

I![l 
ち

「
死
の
道

」
の
物
語
は

れ

一-144ーー



程
」
を
描
く
も
の
で
あ
り
、

「
休
暇
中
の
空
白
い
を
書
く
も
の
な
の
だ
か
ら
。

さ
て
、
最
後
の
章
、
第
七
章
の
始
め
に
あ
る
「
海
辺
の
散
歩
」
は
、
ど
の
よ
う
な
時
間
概
念
を
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、

ま
ず
作
者
は
、
彼
が
こ
れ
ま
で
こ
の
小
説
で
試
み
て
き
た
「
時
聞
を
物
語
ろ
う
」
と
す
る
企
て
を
、
読
者
に
打
明
け
る
。

そ
し
て
、
読
者

が
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
時
間
体
験
を
一
緒
に
経
験
し
て
、
時
聞
を
忘
れ
て
し
ま
い
、

分
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
を
指
摘
し
て

み
せ
て
、
満
足
気
に
、
そ
れ
が
こ
の

N
巳
可

O
B
S
の
狙
い
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
。

外
部
に
時
間
の
経
過
を
示
す
手
掛
り
が
な
く

む
し
ろ
時
間
感
覚
を
狂
わ
す
よ
う
な
事
情
の
そ
ろ
っ
た
「
こ
の
上
」
に
い
る
聞
に
、
カ
ス
ト
ル
プ
が
到
着
後
最
初
の
晩
に
見
舞
わ
れ
た
瞬

間
的
な
年
齢
の
ど
忘
れ
が
、
完
全
な
記
憶
喪
失
に
な
っ
て
い
た
。
時
間
は
、
も
は
や
、
主
人
公
に
と
っ
て
も
読
者
に
と
っ
て
も
、

「
め
ま

い
が
す
る
ほ
ど
区
別
の
な
い
、
無
差
別
の
」
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

「
「
依
然
と
し
て
」

(
z
o
n
r
)
と
「
も
う
ま
た
」

「
す
こ
し
気
持
を
ゆ
る
め
る
と
、

メ入
J 
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(ω
口
町
。
口
当
日
巾

PH)
、
或
い
は
「
ま
た
も
や
」

て
し
ま
う
と
、
時
間
の
な
い
「
い
つ
も
」

(
H
B
H
H
H
R
)

と
「
、
水
遠
」

(者

-mpる
と
の
区
別
が
で
き
な
く
な
り
、

〈

M
M
V

(
H
w
d
i
m
)

に
な
る
L

と
か
、 こ

の
一
一
つ
が
ご
ち
ゃ
ま
ぜ
に
な
り
ぼ
や
け

一
昨
々
日
の
現
在
か
ら
区
別
す
る
の
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
が
、

が
ま
た
、
一
月
ま
え
二
年
前
に
あ
っ
た
現
在
と
そ
の
存
在
を
混
同
し
、
が
ち
で
、
そ
れ
と
溶
け
合
っ
て
「
い
つ
も
」
に
ぼ
や
け
て
し
ま
う
の

で
あ
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
文
章
を
み
る
と
、
こ
の
第
七
章
で
は
、
第
六
章
の
「
変
化
」
の
概
念
は
撤
回
さ
れ
て
、

日
の
現
在
を
、
そ
れ
に
瓜
ふ
た
つ
の
昨
日
の
、

一
昨
日
の
、

そ
の
現
在

時
聞
が
第
五
章
の
、
氷

遠
の
現
在
、

一
様
な
り
2
5
H
に
逆
戻
り
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
一
面
で
は
た
し
か
に
当
っ
て
い
る
。

秒
誌
と

ひ
ろ
が
る
海
浜
を
散
歩
す
る
時
に
は
、

「
私
た
ち
が
歩
き
つ
づ
け
て
も
、
何
一
つ
変
ら
な
い
。
あ
そ
こ
は
こ
こ
と
同
じ
で
、

さ
っ
き
は
現

在
と
、
こ
れ
か
ら
と
同
じ
で
あ
る
。
空
間
の
は
て
し
な
い
単
調
さ
の
中
に
時
間
は
溺
れ
、

一
点
か
ら
一
点
へ
の
運
動
は
、

一
様
さ
の
支
配

す
る
中
で
は
、
も
は
や
運
動
で
は
な
く
な
り
、
運
動
が
運
動
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
で
は
、

時
間
も
な
い
。
中
世
の
学
者
た
ち

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N弘
司

0
5田
口
)
と
し
て
の
寸
魔
の
山
」

青
柳

は
、
時
聞
が
錯
覚
で
あ
っ
て
、
因
果
関
係
に
お
け
る
時
間
の
経
過
は
、
私
た
ち
の
感
覚
の
あ
る
機
構
の
産
物
で
あ
り
、
事
物
の
真
の
姿
は

動
か
ぬ
現
在
で
あ
る
と
理
解
し
た
。
こ
の
考
え
を
最
初
に
抱
い
た
学
者
は
、
永
遠
の
ほ
の
か
な
塩
辛
い
味
を
唇
に
し
て
、

た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
」
こ
こ
で
は
、
も
は
や
、
変
化
と
も
い
え
ぬ
変
化
な
ど
押
し
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
巨
大
な
時
間
量
が
考
え

海
辺
を
散
歩
し

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
こ
と
の
中
に
こ
そ
、
第
五
章
と
の
相
違
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
感
覚
と
の
混
迷
が
ず
っ
と
大
き
な
規
模
の
も
の
に
な
っ
白
と
い
う
こ
と
で
あ
る
o

何
年
も
山
の
上
の
無
差
別
な
時
聞
が
続
い
た
結

J
-
守
ミ
、

Jι

ピ刀

つ
ま
り

第
七
章
で
は

「
精
神

果

「
「
今
日
」
を
過
去
と
未
来
と
か
ら
区
別
し
遠
ざ
け
て
い
る
相
対
的
な
名
称
で
あ
る

う
」
と
「
あ
す
」
と
の
意
味
を
広
げ
て
、
も
っ
と
大
き
な
相
対
関
係
に
適
用
し
た
い
気
持
に
な
っ
て
く
る
」
の
で
あ
る
。

「
同
一
視
の
規
模
が
大
き
く
な
り
」

「
き
の

「
し
か
し
ま
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た
、
次
の
よ
う
な
生
物
も
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
生
物
の
住
ん
で
い
る
空
間
に
は
、
途
方
も
な
く
大
き
な
歩
幅
の
時
聞
が
結
び
つ
い

「
つ
い
さ
つ
き
」
と
「
す
こ
し
あ
と
」
、

〈

訂

)

途
方
も
な
く
拡
大
さ
れ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
生
物
も
。

L

何
の
た
め
に
作
者
は
、
こ
ん
な
想
像
を
こ
こ
に
挿
ん
だ
の
だ
ろ

て
い
て

か
れ
ら
の
時
間
経
験
に
と
っ
て

「
き
の
う
」
と
「
あ
す
」
と
い
う
間
隔
概
念
は
、

う
か
。
何
千
年
前
も
「
つ
い
さ
つ
き
」
と
か
「
き
の
う
」
で
あ
り
、
何
百
年
あ
と
も
っ
す
こ
し
あ
と
」

「
あ
す
」

で
あ
る
よ
う
な
時
間
概

念
、
こ
れ
は
何
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
神
話
的
時
間
で
あ
る
。
何
千
年
も
前
の
「
原
型
」
が
、
繰
返
し
く
り
か
え
し
現
在
と
な
っ
で
現
れ
る

i
i
「
ヨ
オ
ゼ
フ
と
そ
の
兄
弟
た
ち
」
の
基
本
と
な
る
こ
の
神
話
の
イ
デ
ー
が
、
既
に
「
魔
の
山
L

で
芽
生
え
て
い
た
の
で
あ
れ
。

第
六

章
に
述
べ
た
時
間
の
神
秘
の
う
ち
、
後
半
部
、
繰
返
し
の
部
分
を
こ
れ
は
受
け
継
ぐ
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、

よ
く
読
め
ば
、
前
半

の
変
化
の
部
分
も
撤
回
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
の
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。

「
時
聞
は

そ
れ
を
経
験
す
る
主
観
的
な
感
覚
が
弱
ま

り
、
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
も
、
活
動
的
で
あ
り
、
変
化
を
「
時
み
ち
て
生
む
」
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

客
観
的
な
現
実
性
を
も
っ



て
い
る
の
だ
。
:
・
・
私
た
ち
は
、
眠
り
の
七
聖
者
に
も
時
聞
が
作
用
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
あ
る
医
者
は
、

十
一
玉
蔵
の
少
女
が
あ
る

H
眠
り
始
め
、
十
三
年
間
眠
り
続
け
た
|
|
し
か
も
、
十
二
歳
の
少
女
の
ま
ま
で
は
い
な
く
て
、
眠
っ
て
い
る
聞
に
成
熟
し
た
女
性
に
な
っ

た
と
い
う
症
例
を
証
言
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
そ
う
な
ら
な
い
わ
け
が
あ
ろ
う
。
死
者
は
、
死
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、

時
間
の
世
界
か
ら

去
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
時
聞
を
い
く
ら
で
も
持
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
時
聞
を
全
く
持
た
な
い
の
で
あ
る
|
|
死
者
個
人
と
し
て

考
え
れ
ば
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
死
者
に
も
爪
と
髪
が
の
び
:
:
一

7
も
は
や
、
問
題
は
死
者
ひ
と
り
ひ
と
り
に
あ
る
の
で
は
な

ぃ
。
個
人
の
死
を
超
え
て
「
時
み
ち
て
変
化
を
生
む
」
時
間
全
体
に
あ
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
の
よ
う
に
死
者
の
時
聞
が
問
題
な
の
で
は

な
い
。
時
聞
が
問
題
に
な
る
限
り
、

そ
れ
は
生
き
て
い
る
人
聞
の
時
間
、
人
類
全
体
の
時
間
が
問
題
な
の
だ
。

」
の
+
文
ヰ
早
は

そ
う
語
つ

て
い
る
の
で
あ
る
。
第
七
章
の
時
間
概
念
は
、
第
五
章
と
第
六
章
と
の
あ
と
を
受
け
、
そ
れ
を
総
括
し
、

岳
民
巾
H
E
N
-
m吋
何
回
し
な
が
ら
、

第
七
章
は
、
総
括
の
章
で
あ
る
。
既
に
第
六
章
に
も
、
神
話
の
イ
デ
ー
の
萌
芽
は
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
、

「
雪
」
の
項
で
、
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神
話
的
生
の
イ
デ
ー
に
近
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
。

ハ
ン
ス
・

カ
ス
ト
ル
プ
は
、
吹
雪
の
中
で
帰
路
を
探
そ
う
と
悪
戦
苦
闘
し
、

た
っ
ぷ
り
一
時
間
も
(
ほ
ん
と
う
は
十
五
分
く
ら
い
だ
っ
た
が
)

歩
い

た
末

ま
た
出
発
点
と
同
じ
小
屋
に
辿
り
つ
い
て
し
ま
う
。

「
し
か
し
、
こ
れ
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
て
、

本
に
も
そ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
っ

た
。
有
効
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
つ
も
り
で
、
実
は
ぐ
る
ぐ
る
廻
り
を
や
っ
て
、
苦
闘
し
、
大
き
な
ば
か
げ
た
孤
を
描
い
て
、

ま
や
か
し

の
一
年
の
循
環
の
よ
う
に
、
元
の
所
へ
戻
っ
て
く
る
の
だ
、

と
。
そ
の
よ
う
に
ぐ
る
ぐ
る
廻
っ
て
、

家
へ
帰
れ
な
く
な
る
の
で
あ
っ
た
。

ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
は
、
こ
れ
が
話
に
聞
い
て
い
た
現
象
だ
と
知
っ
て
、
惇
然
と
は
し
た
が
、
あ
る
満
足
を
も
覚
え
、

腿
を
Tこ
た ー
い般
た(的
02類
」型

が
、
彼
の
特
殊
な
個
人
的
な
現
在
の
場
合
に
、
文
字
通
り
起
っ
た
の
で
、
腹
立
た
し
さ
と
共
に
驚
嘆
を
お
ぼ
え
て
、

ベ
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
循
環
し
た
L

の
も
、
全
く
む
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
。
或
い
は
ま
た
、

こ
の
雪
の
中
で
み
た

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N
巳
可
。
自
由
ろ
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

事

}
M
O

目
。
仏
白
の
地
位
の
夢
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
、

た
し
か
に
み
ん
な
、
ぼ
く
、
が
自
分
で
作
り
出
し
た
夢
な
の
だ
け
れ
ど
、

し
か
し
ど
う
し

て
見
た
こ
と
も
な
い
も
の
を
自
分
が
知
っ
て
い
て
、
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
、

ハ
ン
ス
は
考
え
る
。

「
ぼ
く
た
ち
は
、
自

分
の
魂
だ
け
で
夢
を
作
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
な
り
に
で
は
あ
る
が
、
無
名
で
共
同
で
夢
を
み
る
の
だ
と
ぼ
く
は
一
宇
一
口
い
た

一
つ
の
大
き
な
魂
が
あ
っ
て
、
ぼ
く
は
そ
の
一
部
分
に
す
ぎ
ず
、

つ
も
ひ
そ
か
に
夢
み
て
い
る
も
の
を
夢
み
る
の
だ
。
」
こ
れ
ら
は
、

そ
の
大
き
な
魂
が
ぼ
く
を
通
し
て
、
ぽ
く
な
り
に
、

そ
の
魂
、
が
い

し、。

い
ず
れ
も

マ
ン
の
神
話
的
生
と
い
う
思
想
が
、
既
に
こ
の
時
期
に

は
相
当
熟
し
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、

摘
さ
れ
て
い
一
官
こ
れ
ら
が
伸
び
て
い
っ
て
、
「
ヨ
オ
ゼ
フ
と
そ
の
兄
弟
た
ち
」
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
、

で
は
い
か
な
い
。
第
七
章
が
総
括
の
章
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。

「
魔
の
山
」
に
さ
ま
ざ
ま
な
神
話
的
要
素
、
が
あ
る
こ
と
は
既
に
指

」
こ
で
は
マ
ン
は
そ
こ
ま

」
こ
で
繰
返
さ
れ
る
の
は
、
再

一-148ー「

び
死
の
モ
テ
ィ

l
フ
で
あ
る
。
精
神
を
も
た
ぬ
生
そ
の
も
の
で
あ
る
べ

l
ペ
ル
コ
ル
ン
の
死
、
ナ
フ
タ
と
ゼ
テ
ム
ブ
リ
l

ニ
の
決
闘
と
ナ

フ
タ
の
死
、
死
ん
だ
ヨ

l
ア
ヒ
ム
の
霊
の
呼
び
出
し
、
魔
の
山
の
崩
壊
、
そ
し
て
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
お
そ
ら
く
は
確
実
な

一
旦
神
話
的
時

死
と
、
物
語
は
、
時
間
の
無
差
別
の
度
が
増
せ
ば
増
す
ほ
ど
、

ス
ピ
ー
ド
を
増
し
、

一
挙
に
結
末
へ
と
近
づ
い
て
い
く
。

聞
に
近
づ
い
た
時
間
論
も
、
筆
を
抑
え
ら
れ
、

カ
ス
ト
ル
プ
ほ
ど
の
年
齢
の
人
聞
が
「
一
年
前
を
「
き
の
う
」
、

一
年
後
を
「
あ
す
」
と

呼
ぶ
よ
う
な
い
か
が
わ
し
い
習
慣
に
染
ま
る
」
と
い
う
の
は
、

ー
る
の
は
、
休
暇
中
の
特
典
、
余
暇
の
空
想
」
な
の
だ
と
し
て
、
せ
い
ぜ
い
海
辺
の
散
歩
と
い
う
雄
大
な
果
し
な
い
風
景
と
、

を
口
に
含
む
中
世
の
学
者
と
い
う
比
轍
で
我
慢
す
る
の
で
あ
る
。

「
心
か
ら
憂
慮
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
L

「
私
た
ち
が
こ
こ
で
話
し
て
い

永
遠
の
塩
味

五
、
小
説
の
内
的
時
間
構
造



プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
の
「
魔
の
山
」
に
つ
い
て
の
講
演
の
中
で

マ
ン
が

」
の
小
説
に
は
内
容
と
形
式
と
を
完
全
に
一
致
さ
せ
、

そ
れ
自
身
い
つ
も
そ
れ
が
扱
い
語
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
と
す
る
野
心
が
あ
る
、

と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
既
に
挙
げ
た
。
そ
し
て
、
そ

の
言
葉
に
従
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
小
説
の
時
間
配
分
が
、
小
説
で
語
ら
れ
て
い
る
時
間
論
通
り
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。
同
じ
こ
と
が
、
も
う
一
つ
の
時
間
論
議
、
こ
の
小
説
で
述
べ
ら
れ
た
内
的
時
間
の
概
念
に
つ
い
て
も
、
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の

講
演
で
は

「
こ
の
本
は
、

そ
れ
自
身
、

そ
れ
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、

」
の
本
は

若
い
主
人
公
の
錬

金
術
的
魔
術
に
よ
る
無
時
間
へ
の
密
封
を
描
き
な
が
ら
、
自
ら
も
、
自
分
の
芸
術
手
段
に
よ
っ
て
時
聞
を
止
揚
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
即
ち
、
い
か
な
る
瞬
間
に
も
、
自
分
が
蔵
し
て
い
る
音
楽
的
イ
デ
l
の
世
界
全
体
を
完
全
に
現
前
さ
せ
、

ロ
ロ
ロ
口
凹
窓
口
印
を
作
り
出
そ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
の
魔
術
的
な

こ
の
試
み
が
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
と
い
う
芸
術
手
段
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
同
じ
講
演
の
次
の
言
葉
で
明
ら
か
で
あ
る
。

.eP 

-149ー

ち

マ
ン
は
、
作
家
に
は
(
彼
の
よ
う
に
)
個
々
の
作
品
が
そ
の
生
涯
全
体
の
一
つ
の
断
片
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
作
家
が
あ
る
と
言
い
、

こ
の
生
涯
全
体
は
ど
の
作
品
の
中
に
も
常
に
立
ち
現
れ
て
き
て
、
時
間
の
継
起
の
法
則
を
止
揚
し
よ
う
と
す
る
。

そ
の
や
り
方
は

ち
ょ

う
ど
「
魔
の
山
」
と
い
う
小
説
自
身
が
自
ら
時
間
の
止
揚
を
試
み
て
い
る
の
と
同
じ
、
即
ち
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
に
よ
る
の
で
、

れ

は
、
前
を
も
後
を
も
暗
示
す
る
魔
術
的
な
形
式
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
作
品
の
内
的
全
体
を
現
わ
す
た
め
の
手
段
で
あ
る
、

円

2
)

て
い
る
。
そ
し
て
、
マ
ン
は
、
読
者
に
「
魔
の
山
」
を
二
度
読
む
こ
と
を
す
す
め
、
そ
の
方
が
楽
し
み
が
深
ま
る
だ
ろ
う
と
い
う
。

と
述
べ

と
い
う

の習も、

」
の
小
説
が
、

い
ろ
い
ろ
な
イ
デ
ー
が
音
楽
の
モ
テ
ィ

l
ブ
の
役
を
果
し
て
い
る
テ
l
マ
の
織
物
、

シ
今
オ
ニ
ー
で
あ
り
、

イ

デ
ー
の
関
連
の
複
合
体
で
あ
る
か
ら
で
、

こ
う
い
う
作
品
を
ほ
ん
と
う
に
楽
し
む
た
め
に
は
、
既
に
一
度
そ
の
テ
l
マ
全
体
を
知
っ
て
い

(
3
)
 

て
、
象
徴
的
な
暗
示
を
帯
び
た
モ
テ
ィ

l
フ
を
後
に
も
前
に
も
関
係
づ
け
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N
m
x
g
B同
ロ
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

の
で
あ
る
。

「
魔
の
山
」
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
ー
が
純
粋
な
機
能
に
な
っ
て
お
り
、
問
題
は
「
関
係
」
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
、

(
4
)
 

「
魔
の
山
」
の
よ
う
な

N
m
E。
回
目
的
}
円
四
位
、
が
必
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
逆
に

N
a寸

そ
の
た
め
に
は

-om日m
g
x
を
生
み
出
す
の
だ
と
、

マ
ン
は
言
う
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
の
方
法
と
は
、
同
一
の
も
の
が
異
な
っ
た
条
件
の
下

」
れ
か
ら
先
の
も
の
を
も
現
在
に
先
取
し
て
、
全
体
を
現
在
の
中
に
現
わ
す
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
過
、
ぎ
去
っ
た
も
の
を
現
在
に
繰
返
す
ば
か
り
で
な
く
、

た
え
ず
全
体
を
現
存
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
そ

つ
ま
り

で
、
時
に
は
正
反
対
の
形
で
、
絶
え
ず
繰
返
さ
れ
る
方
法
で
、

れ
は
、
時
間
の

Z
2
r
a
Eロ
門
山
内
吋
の
法
則
に
宿
命
的
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
物
語
に
お
い
て
、

滞
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
が
、

そ
の
時
間
の
流
れ
を
押
し
と
ど
め
、
停

「
魔
の
山
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
的
時
間
に
、

い
か
に
符
合
し

-15Qー

た
創
作
方
法
で
あ
る
か
は
明
瞭
で
あ
る
。
小
説
の
時
聞
が
流
れ
て
い
く
う
ち
に
絶
え
ず
変
化
が
生
み
出
さ
れ
、

そ
の
変
化
が
同
一
の
も
の

の
繰
返
し
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
は
止
揚
さ
れ
、

そ
の
ロ
ロ
ロ
ロ
凹

g
g
の
中
に
時
間
を
持
た
ぬ
「
魔
の
山
」

の
姿
が
浮
び
上
る
の

で
あ
る
。

部
分
の
中
に
絶
え
ず
全
体
を
現
出
さ
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
野
心
は
、
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
の
手
段
だ
け
に
限
ら
れ
て
は
い
な
い
。
彼

は
、
こ
の
手
法
を
「
更
に
大
規
模
に
」
応
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
五
章
の
第
二
項
「
あ
あ
、
見
え
る
〆
」
の
項
が
、

第

五
章
全
体
の
出
来
事
を
先
取
し
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。

ま
た
、

こ
れ
も
既
に
見
た
よ
う
に
、

各
章
の
冒
頭
の
時

へ
ラ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
こ
の
試
み
は
、
更
に
、

(
6〉

項
に
、
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
形
で
、
小
説
全
体
の
話
を
も
う
一
度
繰
返
し
て
語
ら
せ
よ
う
」
と
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。

間
論
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
の
内
容
に
符
号
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
こ
の
小
説
を
「
完
全
な

F
g
m
E昨
日
。
ロ
」
の
上
に
築
こ
う

(
F
D
)
 

と
い
う
マ
ン
の
「
徹
底
し
た
試
み
」
の
一
つ
で
あ
る
が
、

「
各
章
、

或
い
は
各

わ
れ
わ
れ
は
先
に
、



「
永
遠
の
ス

l
プ
と
突
然
の
明
る
さ
」
の
項
で
描
か
れ
た
三
週
間
の
ベ
ッ
ド
生
活
が
、
以
下
の
カ
ス
ト
ル
プ
の
病
人
生
活
の
象
徴
で
あ
る

」
と
を
指
摘
し
た
が

ヘ
ラ
l
は
、
例
と
し
て

「
雪
」
の
項
を
挙
げ
て
い
る
。

ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
院
則
を
破
っ
て

一
人
ぼ
っ

ち
で
山
の
中
へ
登
っ
て
い
っ
た
そ
の
行
為
が
、

か
つ
て
低
地
の
市
民
的
規
則
に
背
い
て
、

一
人
で
魔
の
山
へ
登
っ
て
き
た

(
或
い
は
降
り

て
き
た
)
行
為
の
繰
返
し
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
項
は
、
死
の
危
険
に
爆
さ
れ
て
遂
に
は
救
わ
れ
る
、
或
い
は
、

救
わ
れ
る
こ
と
を

考
慮
せ
ず
に
進
ん
で
自
己
を
危
険
に
さ
ら
そ
う
と
す
る
人
閉
そ
の
も
の
の
比
轍
と
し
て
、
即
ち
こ
の
小
説
全
体
と
同
じ
も
の
と
し
て
、
読

〔

7
〕

ま
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
の
意
味
で
、
カ
ス
ト
ル
プ
が
シ
ョ

l
シ
ャ
夫
人
に
お
い
て
経
験
し
た
自
己
放
棄
の
行
為
の
繰
返
し

で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
の
項
を
「
読
み
返
し
て
」
み
る
と
、

号五
日口

三五
日口

訪E
み作
と者
れが
るこ
での
あ項
ろを
三宮い
ヤカ込

)司

到
に
、
前
と
後
と
に
関
係
づ
け
な
が
ら
、
全
体
を
意
識
さ
せ
る
よ
う
に
書
い
て
い
る
か
が
、

へ
ラ

l
は
、
更
に
、

「
楽
音
の
泉
」
の
項
を
も
、

「
こ
の
小
説
の
異
常
に
精
巧
に
組
織
さ
れ
た
機
構
L

を
示
す
例
と
し
て
挙
げ
て
い

~151-

る
。
こ
の
最
後
に
近
い
一
項
で
、
小
説
の
物
語
全
体
が
も
う
一
度
語
ら
れ
る
の
だ
が
、

(
9〉

だ
け
で
成
立
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
。

し
か
も
、

そ
れ
が
五
つ
の
楽
曲
に
つ
い
て
の
冥
想

つ
ま
り
、

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
「
ア
イ
l
ダ
」
、

ド
ピ
ュ
シ
ィ
の
「
牧
神
の
午
後
」
、

ピ
ゼ

i
の
「
カ

ル
メ
ン
」

グ
ノ

i
の
「
フ
ア
ウ
ス
ト
」
、

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
「
菩
提
樹
」
で
あ
る
が
、

た
し
か
に

へ
ラ
l
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

ヲ-

'-

れ
ら
の
曲
は
「
殆
ど
す
べ
て
が
死
に
つ
い
て
歌
っ
て
い
る
。
」
或
い
は
、
少
く
と
も
、

〈

叩

)

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
読
者
は
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

作
者
に
よ
っ
て
描
か

こ
の
五
つ
の
楽
曲
の
叙
述
と
解
釈
と
を
読
み
進
ん
で
い
く
う
ち
に
、
彼
が
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル

プ
と
共
に
こ
れ
ま
で
し
て
き
た
数
々
の
体
験
、

ま
た
こ
れ
か
ら
す
る
で
あ
ろ
う
い
く
つ
か
の
経
験
1
i
l死
を
翼
う
愛
慾
の
陶
酔
、

そ
の
現

実
美
化
の
蔭
に
隠
さ
れ
て
い
る
お
そ
ろ
し
い
卑
し
い
姿
、
陽
の
輝
く
草
原
で
の
太
陽
の
子
ら
の
美
し
い
生
活
、

市
民
的
軍
隊
的
規
律
を
破
ら
せ
よ
う
と
す
る
女
性
の
野
心
、

「
兵
士
と
し
て
、

男
に
名
誉
を
忘
れ
さ
せ
、

し
か
も
立
派
な
」
兵
士
と
し
て
の
従
兄
の
死
、

菩
提
樹
の

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N白山可
O
H
H
H

田
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

歌
を
口
ず
さ
み
つ
つ
死
ん
で
い
〈
カ
ス
ト
ル
プ
の
姿
等
々
を
、
再
び
、

ま
た
、

」
う
い
う
言
葉
を
使
っ
て
よ
け
れ
ば

予
め
想
起
す
る
の

で
あ
る
。

さ
て
、
変
化
と
繰
返
し
と
に
よ
っ
て
部
分
の
中
に
全
体
を
現
わ
そ
う
と
す
る
意
図
は
、
も
っ
と
大
規
模
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
。

は
、
恰
か
も
、
内
的
時
間
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
問
題
は
こ
の
小
説
で
使
わ
れ
て
い
る
引
用
の
技
術
に
あ

一
体
、
既
に
見
た
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
l
フ
の
手
段
、
部
分
の
全
体
へ
の

F
Z
m
E氏
。
ロ
の
方
法
と
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

一
見
、
そ
れ
は
作
者
の
自
己
引
用
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ

る。

三五
日日

り
手
と
語
ら
れ
た
も
の
と
の
相
互
引
用
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し

日
一
作
者
に
よ
っ
て
モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て
設
定
さ
れ
た
イ
デ
ー
は
、

や
が
て
そ
れ
自
身
の
権
利
を
主
張
し
、

自
己
の
正
当
性
を
要
求
し
て
、

時
に
は
作
者
の
意
に
反
し
て
ま
で

つ
ぎ
つ
ぎ
に
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

モ
テ
ィ

l
フ
自
身
、
が

そ
れ
が
投
入
さ
れ
た
状
況
か
ら
、

-152ー

象
徴
と
し
て
、
独
立
し
た
意
義
を
身
に
つ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
或
る
時
は
、

(

沼

〉

り
仕
方
が
な
い
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
モ
テ
ィ

l
フ
の
自
己
引
用
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
者
に
よ
っ

て
設
定
さ
れ
た
新
し
い
状
況
か
ら
、
従
来
の
意
義
の
ほ
か
に
、
新
し
い
意
義
を
付
け
加
え
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
そ
れ
は
、

テ
ィ

l
フ
と
作
者
と
の
相
互
引
用
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
作
品
と
作
者
と
の
聞
に
は
、

作
者
は
、

た
だ
驚
き
腕
を
扶
い
て
、
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
よモ

互
い
に
独
立
し
な
が
ら
依
存
し
合
っ
て
い
る

し
種
不
思
議
な
信
頼
の
関
係
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
臼
)

こ
の
小
説
に
引
用
の
多
い
こ
と
は
、
屡
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
魔
の
山
」

(ロ
R
N
Eゲ
m
H
σ
2
m
)
と

い

う

題

名

か

ら

て
、
ゲ
l
テ
の
つ
フ
ア
ウ
ス
ト
」
第
一
部
か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
も
、

い
わ
れ
る
。
院
長
ベ

l
レ
ン
ス
や
人
文
主
義
者
ゼ
テ
ム
ブ
リ
l
ニ
は
、
絶
え
間
な
く
、
格
言
や
詩
旬
、
慣
用
句
、

ま
た
、

一l
チ
ェ
の
「
悲
劇
の
誕
生
」

か
ら
の
引
用
で
あ
る
と
も

但
諺
を
引
用
す
る
し
、

ま
た
、
人
物
の
口
か
ら
出
る
言
葉
ば
か
り
で
は
な
く
、
作
者
の
叙
述
や
、
人
物
や
事
件
そ
の
も
の
が
、

伝
説
や
神
話
か
ら
の
引
用
で
あ
っ



た
り
す
る
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
作
者
と
モ
テ
ィ

l
フ
と
の
相
互
引
用
、

信
頼
関
係
が
、

一
層
大
規

模
に
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
、
も
は
や
、
自
分
で
作
っ
た
モ
テ
ィ
l
フ
を
引
用
し
繰
返
す
だ
け
で
は
な
い
。

あ
ら
ゆ
る
も

の
を
、
時
代
と
場
所
と
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
借
用
し
、
繰
返
す
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、

内
的
時
間
概
念
に
お
い
て
、
何

千
年
の
昔
が
「
き
の
う
」
に
な
り
、

「
き
ょ
う
」
に
溶
け
合
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
、
過
去
数
世
紀
に
わ
た
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
遺
産

カミ

「
魔
の
山
」
と
い
う
現
在
の
中
に
繰
返
さ
れ
、
変
化
し
、
新
し
い
意
義
を
お
び
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
l
フ
が
小

説
の
時
間
の
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
時
聞
を
止
揚
す
る
手
段
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
引
用
に
よ
っ
て
、

人
類
の
全
時
聞
が
こ
の
小
説
の
中

に
止
揚
さ
れ
る
、
或
い
は
統
合
さ
れ
る
。

「
だ
が
、
私
た
ち
の
物
語
は
、

今
日
の
す
べ
て
の
人
間
、

と
り
わ
け
物
語
作
家
と
同
じ
よ
う

に
、
実
際
の
年
齢
よ
り
も
は
る
か
に
ふ
け
て
い
る
。
そ
の
ふ
け
よ
う
は
、

日
数
で
は
計
算
で
き
な
い
し
、

そ
の
上
に
つ
も
っ
て
い
る
年
齢

な
い
の
で
あ
る
|
|
と
こ
う
言
っ
て
、
時
間
と
い
う
不
思
議
な
エ
レ
メ
ン
ト
の
問
題
性
と
独
特
な
二
重
性
に
、

〈

日

)

く
こ
と
に
し
よ
う
し
と
「
ま
え
が
き
」
に
あ
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
小
説
の
透
明
な

N
巳
己
g
f
F
n広
の
中
に
浮

ん
で
く
る
の
は
、
人
聞
の
文
化
の
総
体
で
あ
る
。
部
分
に
お
い
て
全
体
を
現
前
さ
せ
よ
う
と
い
う

F
R唱
え
芯
ロ
の
意
図
は
、
こ
こ
ま
で

広
が
っ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
、
一
切
の
生
活
を
文
化
の
産
物
で
あ
り
、
神
話
的
な
原
型
が
繰
返
し
現
れ
た
も
の
で
あ
る
と
見
倣
し
て
、

ひ
と
ま
ず
軽
く
ふ
れ
て
お

-]円一

は
、
地
球
の
公
転
の
回
数
で
は
数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
言
で
い
え
ば
、

」
の
話
の
過
去
の
度
合
は
、
ほ
ん
と
う
は
時
間
と
は
関
係
が

自
n. 
メJ

の
力
に
よ
る
発
明
よ
り
も
引
用
の
方
を
好
む
と
い
う
私
自
身
の
傾
向
、

〈

日

)

向
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
、

し
か
も
個
人
的
な
ば
か
り
で
な
く
、

一
般
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
傾

マ
ン
は
、
後
年
「
フ
ア
ウ
ス
ト
博
士
」
に
関
連
し
て
述
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
小
説
に
つ
い

て
も
既
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
人
は
、
無
名
で
共
同
で
夢
を
み
る
の
で
あ
る
。

り
に
夢
み
た
印
H
O
B
O

弘
巳
の
夢
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

マ
ン
は
、

「
魔
の
山
」
は
、
大
き
な
魂
が
マ
ン
を
通
し
て
、

こ
の
大
き
な
魂
に
信
頼
す
抗
ザ
彼
は
、
同
じ
文
章
で
、

マ
ン
な

ハ
リ
イ
・

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N四日常

O
B田
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

レ
ヴ
ィ
ン
の
著
「
ジ
エ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
L

を
読
ん
で
、

そ
の
中
の
「
わ
れ
わ
れ
と
同
時
代
の
作
家
の
最
上
の
著
作
は
、
創
造
の
行
為

「
彼
は
小
説
家
で
あ
る
こ
と
の
困
難
を
途
方
も
な

で
は
な
く
て
、
奇
妙
に
回
想
で
飽
和
し
た
喚
起
の
行
為
で
あ
る
。

L

と
い
う
文
章
と
、

く
増
大
さ
せ
た
」
と
い
う
言
葉
と
が
、
自
分
の
心
を
深
く
動
か
し
た
と
い
い
、
ジ
ョ
イ
ス
と
の
聞
に
思
い
が
け
な
い
近
い
関
係
が
あ
る
こ
と

(

団

)

を
知
っ
た
と
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
文
化
の
終
末
に
立
ち
合
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
後
代
の
小
説
家
た
ち
に
共
通
す
る
関
包
同
日
比
伊
丹
で
あ

(

回

〉

ろ
う
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
で
、
こ
の
困
難
を
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
と
引
用
の
技
術
は
、

(

却

)

そ
の
た
め
の
す
べ
て
を
賭
け
た
解
決
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

円ず

ン

に
と
っ
て
、

し
か
し
、
神
話
の
イ
デ
!
と
引
用
の
技
法
と
が
完
全
に
実
現
さ
れ
る
の
は
、

ハ
剖
)

侠
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
的
時
間
の
場
合
と
同
じ
く
、
こ
の
点
で
も
、

「
ヨ
オ
ゼ
フ
と
そ
の
兄
弟
た
ち
」
ゃ
っ
選
ば
れ
し
人
」
に

マ
ン
は
そ
こ
ま
で
進
も
う
と
は
し
て
い
な
い
。

」
こ
で
は
、

~!月「

重
点
は
、

そ
の
原
理
で
あ
る
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、

」
の
原
理
が
も
う
一
つ
の
意
味
で
時
聞
を
止

揚
す
る
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
に
、

わ
れ
わ
れ
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
現
実
と
象
徴
と
の
関
係
に
お
い
て
、

で
あ
る
。

こ
の
小
説
が
、
基
本
的
に
は
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ク
な
手
段
に
よ
り
な
が
ら
、
し
か
も
全
く
象
徴
的
な
小
説
で
あ
る
こ
と
は
、

る
。
作
者
自
身
、
内
容
と
形
式
と
を
一
致
さ
せ
る
こ
の
小
説
の
野
心
に
つ
い
て
述
べ
た
箇
所
で
、
こ
れ
は
、
時
間
と
は
別
の
、

ω
E
m
m
Eロぬ

よ
く
指
摘
さ
れ

と
い
う
基
本
テ

l
マ
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
こ
と
で

こ
の
小
説
は
主
人
公
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
錬
金
術
的
∞
在
官

E
ロ
ぬ
の
物

語
だ
が
、
同
時
に
小
説
自
身
と
し
て
も

2
2
m
m
Eロ
ぬ
な
の
だ
、

「
こ
の
小
説
は
、

た
し
か
に
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
手
法
を
使
っ
て
い
る

が
、
し
か
し
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
で
は
な
い
。
そ
れ
は

絶
え
ず
現
実
的
な
も
の
を
越
え
て
、

そ
れ
を
象
徴
と
し
て
丘
町
日
常
日
し
、

精
神

的
理
念
的
な
も
の
を
透
か
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
人
物
た
ち
の
扱
い
方
か
ら
し
て
、

そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
す
べ

て
、
読
者
の
気
持
に
と
っ
て
は
、
見
か
け
以
上
の
も
の
な
の
だ
。

つ
ま
り
彼
ら
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
精
神
的
な
領
域
、
原
理

世
界
の
指
数



(

お

)

で
あ
り
、
代
表
者
、
使
者
ば
か
り
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

」
の
よ
う
に
現
実
的
な
も
の
を
精
神
的
な
も
の
の
象
徴
に
田
区
宮

B

す
る
の
に
、
最
も
大
き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
の
が
、
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
の
方
法
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
よ
う
。

の
扱
い
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
方
法
は
、
死
と
か
病
気
と
か
の
元
来
の
イ
デ
ー
の
み
な
ら
ず
、
人
物
、
事
件
、

¥
n
J
こ
う

j
r
T
T
宅

物
日
間
な
ど
一
切
の
も

の
を
イ
デ
l
化
し

モ
テ
ィ

l
フ
と
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
こ
の
そ
テ
ィ

l
フ
が
、
象
徴
的
な
暗
示
力
を
帯
び
て
、

相
互
に
惹
き
合
い

常
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
が
、

日
常
の
こ
と
も
、
特
殊
な
土
台
の
上
で
起
る
と
、

一
つ
の
透
明
な
イ
デ
l
の
関
連
複
合
体
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
。

(

民

)

特
殊
な
も
の
に
な
る
L

と
、
語
り
手
は
言
つ

「
私
た
ち
は
日

反
接
し
合
い
な
が
ら
、
作
品
全
体
を
走
っ
て
い
き

て
い
る
。
こ
の
特
殊
な
土
台
と
は
、
魔
の
山
と
い
う
時
間
空
聞
か
ら
密
封
さ
れ
た
環
境
そ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
が
、

ま
た
、

」
の
小
説

と
い
う
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
に
よ
る
テ
l
マ
の
織
物
と
考
え
て
も
、
差
支
え
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
巨
大
な
織
物
の
「
洗
練
さ
れ
た
織
り
方

の
特
徴
は
、
現
実
と
象
徴
と
を
一
つ
の
模
様
に
織
り
込
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
へ
ル
マ
ン
・
マ
イ
ヤ
l
は
言
う
。

ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー

-l!??~ 

フ
に
は
、

マ
ン
が
引
用
に
つ
い
て
語
っ
た
言
葉
が
、

そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
|
「
こ
れ
は
、
機
械
的
な
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、

し
カミ

し
特
別
音
楽
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、

そ
の
上
、
虚
構
に
変
ず
る
現
実
で
あ
り
、
現
実
を
吸
収
す
る
虚
構
で
あ
っ
て
、

(

部

〉

の
奇
妙
に
夢
想
的
な
魅
力
的
な
混
合
と
い
え
る
」
と
。
こ
の
小
説
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
た
し
か
に
「
第
一
次
大
戦
前
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

こ
の
二
つ
の
領
域

と
い
う
一
時
期
」
で
あ
る
が

」
の
現
在
の
現
実
は

ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
l
フ
の
手
段
に
よ
っ
て
、
虚
構
の
中
へ
遠
ざ
け
ら
れ
、

一
方
、
遠

い
神
話
の
話
が
現
実
化
さ
れ
、
現
在
化
さ
れ
て
、
お
と
ぎ
話
め
い
た

N
S吉
田
ぽ
宮
山
門
が
出
来
上
る
。

い
昔
の
話
だ
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
或
る
転
回
点
、
生
活
と
意
識
と
に
深
い
裂
目
を
つ
く
る
境
界
線
の
前
に
起
こ
っ
た
物
語
だ
か
ら
で
あ

「
私
た
ち
の
物
語
が
た
い
へ
ん
遠

る
。
:
:
:
こ
の
物
語
が
起
こ
っ
た
の
は
、
か
つ
て
、
む
か
し
、
世
界
大
戦
の
前
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
始
ま
る
と
共
に
さ
ま
ざ
ま

な
こ
と
が
次
々
と
起
こ
っ
て
、
ま
だ
そ
の
余
震
が
ほ
と
ん
ど
お
さ
ま
り
き
っ
て
い
な
い
大
戦
の
前
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ず
っ
と
前
に

北
大
文
学
部
紀
要



「
時
の
小
説
」

(
N
m
-
R
O
B同
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

し
か
し
、
物
語
の
過
去
性
は
、
そ
れ
が
起
こ
る
の
が
す
ぐ
前
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
一

(

町

)

層
深
く
な
り
、
完
全
に
な
り
、
お
と
ぎ
話
め
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
こ
の
「
ま
え
が
き
L

の
言
葉
は
、
一
方
で
、
第
一
次
世
界
大
戦

が
、
作
者
が
そ
の
中
で
生
ま
れ
育
っ
た
市
民
文
化
の
崩
壊
を
告
げ
る
弔
鐘
で
あ
る
と
い
う
作
者
の
認
識
を
語
っ
て
い
る
と
と
も
に
、

で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
前
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

他

方

で
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
に
よ
る
無
時
間
性
の
獲
得
の
意
図
を
も
告
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
し
て
、

戦
の
余
震
が
な
お
続
い
て
い
る
、
即
ち
「
魔
の
山
」
で
作
者
が
描
こ
う
と
す
る
出
来
事
が
い
ま
な
お
続
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、

り
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
、
よ
り
よ
く
描
く
た
め
に
は
、
「
ど
う
し
て
も
最
も
深
い
過
去
の
時
称
で
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

過
去
の
度
合
の
深
い
方
が
、
「
怯
く
よ
う
に
過
去
を
呪
文
で
呼
び
出
す
語
り
手
に
と
っ
て
も
好
都
合
だ
」
か
ら
で
あ
る
。

現
実
と
虚
構
、
事
実
と
物
語
と
の
こ
の
混
合
は
、
更
に
延
び
て
、

第
一
次
大

そ
れ
を
よ

の
で
あ
る
。

一
方
で
は
「
ヨ
オ
ゼ
フ
と
そ
の
兄
弟
た
ち
」
と
「
選
ば
れ
し
人
」
の

神
話
的
物
語
に
つ
な
が
り
、
他
方
で
は
「
フ
ア
ウ
ス
ト
博
士
」
の
現
代
小
説
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

注
吋
⑦
阿
け
は
す
べ
て
吋

F
o
g
s
z
gロ
リ
の

2
2
5乙
件
。
巧
2
『

E
-
M

切
知
ロ
《
同
町

P
ω
・
同

unrmH
〈
R
F
m
W
3
a
0
・
に
よ
る
。

R

1

7

数
字
は
そ
の

巻
数
を
、
括
孤
内
は
、
作
品
名
を
一
示
す
。
但
し
、

E
は
「
魔
の
山
」
で
あ
る
。

(

l

)

吋

ro自

g
冨
g
p
u
c
ω
・
念
日
戸

(HWEBFロ
ロ
聞
広
島

E
3
N
E，

ゲ
四
回
リ
ゲ
開
門
由
民
れ
)

(

2

)

同

ω・
吋
品
川
V

同・

(
l
)

ヘ
ル
マ

γ
・
マ
イ
ヤ

l
は
、
こ
の
占
山
に
つ
い
て
、
ト

l
マ
ス
・
マ
シ

-'-'.)5(iー

の
諮
語
的
な
文
体
の
特
徴
は
、
語
り
手
が
自
ら
読
者
に
よ
び
か
け
て
、
作

品
の
構
築
に
積
極
的
に
加
わ
ら
せ
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
殊
に
「
魔
の

山
」
で
は
、
客
観
的
時
間
と
主
観
的
時
間
の
関
係
や
時
間
感
覚
と
作
者
の

時
間
配
分
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
作
者
自
身
の
論
議
が
そ
れ
で
、
こ
れ
ら

は
、
読
者
が
作
者
の
意
図
し
た
内
容
と
形
式
と
の
統
一
を
意
識
し
、
こ
の

統
一
を
作
る
の
に
共
に
参
加
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
だ
、
と
言

っ
て
い
る
o

出
R
日
間
口

ζ
a
R
u
ロg
N
X
m凶
片
山
口
合
叶
阿

W
H
N
F
F
E
m
f

-
唱
血
ア

ω4門
戸
弘
仲
間
同
三
一
切

ω・
M
O甲

一
方
、
こ
れ
に
対
し
て
、
コ

l
プ
マ

γ
は
、
こ
れ
は
、
小
説
が
そ
れ
自
体



で
で
き
な
い
こ
と
を
読
者
に
要
求
す
る
こ
と
だ
と
し
て
、
マ
イ
ヤ
l
の
そ

う
い
う
見
方
を
批
判
し
て
い
る
。
固
め

-
gロ
仲
間
OOHVHEロ
ロ
口
一
E
O
H
W
E
-

唱
E
E己
口
問
仏

g
L
R巳
-
o
r
g色
。
口
問
ogmHgnh
ゲ
巳
吋
rc自
由
回
呂
田
口
P

∞O
ロロ
v
]
m
w
m
M
d
ω
・
山
品
0
・

〈

2
)

こ
の
小
説
の
「
ま
え
が
き
」
(
〈
c
gえ
N
)

で
、
作
者
は
こ
う
云
っ

て
い
る
。
「
私
た
ち
は
こ
の
話
を
詳
し
く
話
す
こ
と
に
し
よ
う
。
精
密
に

徹
底
的
に
話
そ
う
|
|
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
話
に
ど
れ
だ
け
空
間
と
時
間
と

が
費
や
さ
れ
た
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
話
が
短
か
く
感
じ
ら
れ
た
り
、
長
く

退
屈
に
感
じ
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
が
、
あ
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
私
た
ち

は
、
く
ど
く
て
煩
わ
し
い
と
い
う
非
難
を
お
そ
れ
ず
に
、
徹
底
的
な
も
の

こ
そ
本
当
に
面
白
い
の
だ
と
い
う
見
解
に
傾
く
の
で
あ
る
。
-
|
|
そ
ん
な

わ
け
で
、
話
者
は
、
ハ

γ
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
話
を
あ
っ
と
い
う
聞
に
話

し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
週
間
の
七
日
で
も
そ
れ

に
は
足
り
な
い
だ
ろ
う
し
、
七
ヶ
月
で
も
十
分
で
は
あ
る
ま
い
。
一
番
い

い
の
は
、
話
者
が
こ
の
話
に
ま
き
込
ま
れ
て
い
る
間
に
、
地
上
の
時
間
が

ど
の
く
ら
い
過
ぎ
る
か
を
、
前
も
っ
て
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
い
こ
と

で
あ
る
。
ま
さ
か
、
七
年
と
は
か
か
る
ま
い
ノ
で
は
、
こ
れ
か
ら
話
し
は

じ
め
る
こ
と
に
し
よ
う
o

」
(
同
・

ω・
5
)
最
J

初
の
三
週
間
の
報
告
は
、

こ
の
予
想
と
「
不
思
議
な
ほ
ど
一
致
し
て
」
長
く
な
っ
た
わ
け
で
為
る
。

そ
し
て
、
こ
の
「
ま
さ
か
、
七
年
と
は
か
か
る
ま
い
」
と
い
う
言
葉
の
調

子
に
、
こ
の
小
説
で
音
楽
的
時
間
と
内
情
廿
的
時
間
と
の
新
し
い
関
係
を
実

験
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
、
皮
肉
な
〈

2
2
R
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

ハ
ン
ス
は
、
七
年
間
山
の
上
に
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
。

(
3
)
困・

ω
-
M
司、・

(
4
)
同・

ω・
エ
唱
・

(
Z
Y
)

同・

ω
エ
吋
同
・

(
6
)
凶

ω-aご
戸
(
明
日
ロ
岡
山

r
g口問

E
L
Oロ
3
N
E
Z
H
r
o
H
m
R
)

(

7

)

こ
の
点
に
つ
い
て
コ

I
プ
マ
ン
は
、
上
述
の
論
文
で
、
ヘ
ル
マ

γ
・

マ
イ
ヤ
l
の
意
見
を
紹
介
し
て
い
る
。
(
国

2
8
8
v
p
u芯
H
H
N己
B

同M
H
O
E
O
B
r
H
8
2口
y
g
z
z
m
H
2
5
p
宮
口
、
円
比
三
口
自
醤
・
国
・
4
)

そ
れ
に
よ
る
と
、
マ
イ
ヤ

I
は
、
「
理
論
的
な
時
間
談
義
が
小
説
の
形
式

自
体
の
中
に
反
映
し
て
い
る
。
し
か
も
、
物
語
り
の
時
間
と
物
語
ら
れ
る

時
間
と
の
関
係
を
配
分
す
る
と
い
う
形
で
反
映
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
こ
れ
ら
の
時
間
論
議
は
、
会
開
円
。
ω
回
目
〈
で
は
な
く
、
小
説
全
体
の

中
へ
綜
合
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
マ

イ
ヤ

l
の

3
U
S
N仲
間
け
れ
れ
中
の
考
え
と
同
じ
趣
旨
で
あ
る
が
、
こ
の
考

え
方
は
、
わ
れ
わ
れ
の
論
旨
に
近
い
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
コ
ー
プ

マ
γ
は
マ
イ
ヤ

l
の
こ
の
見
解
に
反
対
し
て
「
理
論
的
な
論
議
が
ど
の
程

度
ま
で
叙
事
詩
的
凝
集
状
態
に
転
化
さ
れ
、
小
説
全
体
の
統
合
に
寄
与
し

て
い
る
か
を
問
う
の
は
場
違
い
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は
、
せ
い
ぜ

い
十
九
世
紀
ま
で
の
小
説
に
だ
け
見
ら
れ
る
凝
集
状
態
を
前
提
と
し
て
い

る
か
ら
で
、
近
代
の
知
的
小
説
に
と
っ
て
は
、
理
論
的
な
論
議
や
思
索
と

い
う
も
の
は
初
め
か
ら
必
要
な
構
成
要
素
だ
か
ら
だ
。
『
魔
の
山
』
の
時

間
論
議
が
物
語
の
関
連
を
時
に
破
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
『
魔

一ー 157一ー



「
時
の
小
説
」

(
N
m
{
R
o自
由
ロ
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

の
山
』
は
も
は
や
、
一
つ
の
物
語
を
物
語
る
と
い
う
意
味
で
の
ロ
マ

l
γ

で
は
な
い
の
だ
し
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
知
的
小
説
に
は
、
い
や
、

知
的
小
説
に
こ
そ
却
っ
て
綿
密
に
計
算
さ
れ
た
知
的
な

F
Z
m
H
S
Zロ
と

い
う
も
の
が
必
要
な
は
ず
で
あ
り
、
マ
ン
の
場
合
、
こ
の
H
H
H

件
。
間
話
江
。
ロ

へ
の
意
志
は
、
並
は
ず
れ
て
強
い
と
い
え
る
。
彼
の
小
説
は
、
す
み
ず
み

ま
で
計
算
さ
れ
積
み
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
「
魔
の
山
」
の

時
間
論
議
も
、
小
説
の
関
連
を
被
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
小
説

全
体
の
統
合
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
同
区
内
四
円
阻
止
。
ロ
へ
の
意

士
山
は
、
後
に
、
ヨ
オ
ゼ
フ
小
説
で
註
訳
の
註
訳
と
い
う
小
説
手
法
に
な
っ

て
現
れ
る
し
(
拙
稿
「
物
語
の
精
神
」
本
学
部
紀
要
ロ
号
参
照
〉
、
ま
た

「
ブ
ア
ウ
ス
ト
博
士
」
に
お
け
る
「
魔
法
陣
」
的
作
曲
法
と
な
っ
て
い
く

の
で
あ
る
o

も
っ
と
も
、
後
の
注
が
一
万
す
よ
う
に
、
コ
ー
プ
マ
ン
も
、
こ

れ
ら
の
時
間
論
議
が
こ
の
小
説
に
主
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
胃
0
・

ぬ

5
2
2
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
小
説

の
核
心
で
あ
る
と
さ
え
述
べ
て
い
る
。
同
O
D
司
自
民
百
日
間
・
州
W

・
O
・-ω
・
3
泊

同・〈
B
)
問
。
。
司
自
由
ロ
ロ
一

ω・-凶屯・

〈
9
)
関
C
D
H
)
g
忠
臣

wω
・
3
∞叩

ω・
エ
ア
た
だ
し
、
こ
こ
で
コ

l
プ
マ
ン

が
、
ま
と
ま
っ
た
時
間
論
議
が
こ
の
小
説
で
比
較
的
後
の
方
に
出
て
く
る

理
由
と
し
て
、
付
、
あ
る
程
度
の
時
間
量
、
事
件
で
満
た
さ
れ
た
時
間
量

が
流
れ
去
っ
て
初
め
て
、
論
議
が
可
能
に
な
る
こ
と
〈
時
間
の
量
が
註
釈

的
解
明
を
必
要
と
す
る
か
ら
)
、
口
、
時
間
そ
の
も
の
が
、
物
語
が
経
過

し
て
い
く
中
に
、
次
第
に
問
題
に
な
り
疑
わ
し
く
な
っ
て
き
た
こ
と
|
|

主
人
公
に
も
読
者
に
も
語
り
手
に
も
。
魔
の
山
の
時
聞
が
ま
す
ま
す
低
地

の
時
間
と
背
馳
し
て
き
た
の
で
、
語
り
手
は
、
矛
盾
に
陥
る
ま
い
と
す
れ

ば
、
こ
の
辺
で
、
時
間
の
問
題
を
根
本
的
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
た
。
ー
l
t以
上
二
つ
を
挙
げ
て
い
る
の
は
、
当
っ
て
い
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
或
い
は
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う

に
、
時
間
を
反
比
例
的
に
配
分
し
、
低
地
の
時
間
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
し

て
い
る
の
は
、
最
初
か
ら
の
作
者
の
意
図
で
あ
り
、
語
っ
て
い
る
中
に
あ

や
し
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
わ
て
て
説
明
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

既
に
本
文
で
も
一
部
指
摘
し
た
通
り
、
こ
れ
ら
の
時
間
論
議
の
置
か
れ
て

い
る
位
置
は
、
〈
C
H
E
R
か
ら
「
余
談
」
「
永
遠
の
ス

l
プ
」
へ
と
、

互
に
照
応
す
る
よ
う
に
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
図
と
計
画
と
で
も
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
比
較
的
後
に
な
っ
て
」
と
一
冨
う
が
、
そ
れ

も
、
反
比
例
的
時
間
配
分
で
、
最
初
の
時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
経
ち
、
そ
れ

に
合
せ
て
叙
述
が
長
く
な
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
概
し
て
、
コ
ー

プ
マ

γ
の
論
文
は
す
ぐ
れ
て
お
り
、
示
唆
に
富
ん
で
い
る
が
、
「
行
数
で

測
る
こ
と
の
で
き
る
物
語
り
の
時
間
と
、
そ
の
中
で
物
語
ら
れ
る
時
間
の

分
量
と
の
関
係
」
(
マ
イ
ヤ

l
)
を
軽
く
見
て
い
る
こ
と
が
、
惜
し
い
欠

点
で
ゐ
る
と
思
わ
れ
る
。

一一一

(
I
)
岡・

ω・
3
一
戸
ト

l
マ
ス
・
マ

γ
が
直
接
ベ
ル
グ
ソ

γ
、
或
い
は
ア

イ
γ
ジ
ュ
タ
イ

γ
等
の
影
響
の
下
に
こ
の
小
説
を
書
い
た
か
ど
う
か
は
、

一ー 158-



判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
マ
ン
の
時
間
概
念
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
或
い
は

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

γ
の
時
間
論
と
の
類
似
、
乃
至
相
違
と
い
う
こ
と
は
、

本
稿
の
同
c
E
Oと
と
は
ま
た
別
に
論
じ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
、
テ
ィ

l
ベ
ル
ガ

l
は
、
ベ
ル
グ
ソ

γ
を
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
と

い
う
マ
ン
の
言
葉
を
指
摘

L
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
同
・
吋
E
o，

ゲ

R
出
向
同
一
己
保
山
門
図
。
間
同
日
民

L
O
H
Nめ

伊
丹

r
m
-
H，
r
o
s
g
F
Fロ
♂

-
3
M
ω
・

吋

U州
内

OD司
自
回
口
P
ω
.
3甲
山
開
岡
山
口

F
E巳
-oHH
吋
F
D
B
E
宮
田
口
P

U
R
片岡

g
-
E
Z
ロ
2
広
島
0・
3
3
・
ω吾
同
日
同
居
間
vuω
・
MDU

同

U
E
-
Y向。可・

2
・
戸
田
・

0
・vω-M-o
を
参
照
。
マ
イ
ヤ

I
は
、
「
魔
の
山
」
の
場

合
、
マ
ン
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
同
時
代
人
と
し
て
近
く
、
そ
の
直
接

乃
至
間
接
の
影
響
を
う
け
た
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
妥
当
な

見
方
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

〈

2
)
同

ω・
]
出
・
「
だ
ん
ま
り
シ
ス
タ
ー
」
(
包
ロ
ロ

ω
g
g
B
O
ω
n
y
d
q
，

omZH)
と
は
、
度
盛
の
つ
い
て
い
な
い
体
混
計
で
、
熱
を
ご
ま
か
し
て

表
に
記
入
し
よ
う
と
す
る
患
者
に
は
こ
れ
を
あ
て
が
い
、
医
者
が
自
分
で

物
差
で
測
っ
て
み
る
の
だ
と
、
ゼ
テ
ム
ブ
リ

l
ニ
が
カ
ス
ト
ル
プ
に
教
え

て
く
れ
る
。
そ
れ
を
、
ハ

γ
ス
が
、
「
度
盛
の
つ
い
て
い
な
い
水
銀
柱
」

と
言
い
違
え
る
場
面
が
前
に
あ
る
。
へ
一
7
1
は
、
マ

γ
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ

イ

γ
の
同
時
代
人
で
あ
る
と
言
一
い
、
「
ア
イ

γ
シ
ュ
タ
イ
ン
に
於
て
も
、
マ

ン
に
於
て
も
、
時
間
は
、
そ
れ
を
計
る
こ
と
の
で
き
る
絶
対
に
妥
当
な
尺

ム
度
が
な
い
が
故
に
問
題
に
な
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
本
当
な
ら
、
絶
対
的

な
も
の
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
つ
・
」
と
述
べ
る
。
し
か
し
、
マ

γ
に
と
っ
て

北
大
文
学
部
紀
要

は
、
問
題
は
、
時
聞
を
測
る
絶
対
的
尺
度
の
有
無
そ
れ
自
体
よ
り
も
、
そ

い
う
う
時
計
で
は
測
れ
な
い
主
観
的
な
時
聞
を
小
説
の
新
し
い
ク
ロ
ノ
ロ

ギ
ー
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

〈

m--
肘
・
回
目

--oHh
国・同
-
0・・

ω-MDU-

(
3
)
U内

同

ω・血血
0

・
(
講
演
』

c
m
4
r
ロ
ロ
門
目
的
白
山
口
白
切

L
L
R
)

(

4

)

ヘ
ル
マ

γ
・
マ
イ
ヤ

l
は
、
岡
山
町
亙
宙
開
と

ω
Z
5
0
が
、
既
に
同

じ
よ
う
な
試
み
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
フ
イ

l
ル
デ
イ
ン

グ
は
、
高
速
度
撮
影
法
と
低
速
度
撮
影
法
の
使
用
に
よ
る
語
り
手
の
自
由

な
絶
対
的
裁
量
と
い
う
も
の
を
論
じ
て
自
分
の
方
法
を
説
明
し
て
い
る

し
、
ス
タ
ー
ン
は
、
主
観
的
な
時
間
感
得
と
い
う
も
の
を
物
語
の
時
間
形

式
の
基
準
に
し
て
い
る
、
と
。
し
か
し
、
マ

γ
が
、
こ
れ
ら
イ
ギ
り
ス
の

フ
モ
り
ス
ト
た
ち
と
の
類
似
を
、
こ
の
時
意
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
不

明
で
あ
る
(
ス

F
l
γ
が
マ

γ
に
意
識
さ
れ
た
の
は
「
ヨ
オ
ゼ
フ
と
そ
の

兄
弟
た
ち
」
執
筆
の
時
だ
っ
た
と
マ

γ
は
言
っ
て
い
る
|
講
演
「
ヨ
オ
ゼ

プ
と
そ
の
兄
弟
た
ち
」
参
照
)
と
マ
イ
ヤ

l
は
言
う
。
出
冨

qo円
山
田
・

同・

0.ω
・
M
-
0
・

(
ヲ
〉
巧
同

-
E
】
開
口
出
口

ω
E
H
巴
ロ
O
H
H
L
5
2
5
m
o
mロ
E
n
E
0・
2
2宮

〈

2
E
m
v
3
m
M岨

ω・
3
・

(
6
)
当
・
』

o
F
P
白
・
。

-
d
ω
-
S・

(

7

)

〈

m--
問。

c-VHHMmEPω
・
Hmu-

(

8

)

当

F
B
L
-
田・

0
・
U
・
口

L
Y
N
0・
「
語
り
手
マ
ル
セ
ル
・
ブ

ル
ー
ス
ト
が
、
フ
ォ
ー
ク
ナ

l
の
『
響
き
と
怒
り
』
の
ク
ェ

γ
テ
ィ

γ
め

'---.159ー



「
時
の
小
説
」

(
N
2
可
O
B田
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

よ
う
に
、
彼
の
時
計
を
打
ち
こ
わ
し
て
、
ク
ロ
ノ
メ
ー
タ
ー
で
は
も
は
や
測

り
え
な
い
新
し
い
時
間
を
求
め
て
旅
立
つ
瞬
間
に
、
現
代
の
散
文
が
始
ま

る
。
前
後
の
順
が
『
同
時
に
』
の
中
に
融
け
去
り
、
進
行
と
継
続
と
は
併

発
に
道
を
譲
り
思
考
と
印
象
と
が
年
代
記
の
秩
序
を
と
き
ほ
ぐ
し
、
昨
日

と
明
日
と
は
今
日
の
う
ち
に
収
縮
し
、
時
間
は
互
い
に
入
り
乱
れ
て
も
つ

れ
合
う
。
過
去
が
盗
人
の
よ
う
に
現
在
に
侵
入
し
、
未
来
は
既
に
生
き
ら

れ
た
瞬
間
の
輪
郭
の
背
後
に
沈
む
。
」
ま
た
、
「
ブ
ル
ー
ス
ト
は
、
時
計

の
世
界
の
破
壊
を
実
際
に
真
剣
に
考
え
た
最
初
の
小
説
家
で
あ
っ
た
。
時

閣
を
い
じ
り
始
め
、
時
間
を
止
揚
し
打
ち
殺
し
た
あ
げ
く
、
新
た
な
生
命

に
目
ざ
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
最
初
の
小
説
家
で
あ
っ
た
。
」
但
し
、
ィ
ェ

ジ
ス
は
、
こ
の
「
針
の
な
い
時
計
」
の
中
に
、
ト

1
7
ス
・
マ
ン
を
取
り

上
げ
て
は
い
な
い
。

(

9

)

者

-rguω-u-∞
・
ィ
ェ

γ
ス
は
続
け
て
「
一
つ
の
『
内
的
な
時

間
』
を
獲
得
し
て
初
め
て
、
『
そ
れ
か
ら
こ
れ
が
起
っ
た
』
の
素
材
の
ま

ま
の
自
然
主
義
性
を
免
れ
て
、
エ
り
オ
ツ
ト
の
『
回
日
巳

Z
R
Sロ
』
の

意
味
で
タ
ロ
ノ
ス
を
止
揚
す
る
と
同
時
に
、
新
た
に
定
着
し

(
O
己可

p
・

5
c
m
r
片山口
H
O
E
g
o
-田
ロ
ロ
ロ
ρ
5
5
5、
そ
し
て
、
小
説
を
、
そ
の
本
来

の
芸
術
の
領
域
の
中
に
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
で
特
に
重
要

な
の
は
、
オ
イ
ゲ
γ
・
ゴ
ッ
ト
ロ
l
プ
・
ヴ
ィ
γ
F
一7
ー
と
チ
エ
ザ
l
レ

・
パ
ヴ
ェ
l
ゼ
の
仕
事
で
あ
る
。
(
『
物
語
の
中
の
時
聞
が
面
倒
な
の

は
、
一
様
で
生
の
ま
ま
の
素
材
と
し
て
の
時
間
を
想
像
上
の
時
間
に
変
え

る
、
但
し
、
こ
の
時
聞
が
生
の
時
間
と
問
じ
密
度
を
保
つ
よ
う
に
変
え
る

こ
と
が
面
倒
だ
か
ら
で
あ
る
』
〉
」

(
印
)
凶
・

ω・
M
G明

(U-oHW口付加
Horcロ
開
会
山
田
口
o
E
O同
町
田
口
凹
吉
田
)
た
だ

し
、
マ
ン
は
続
け
て
、
こ
れ
は
先
入
見
で
、
「
伝
統
に
縛
ら
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
本
質
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
態
度
の
問
題
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。

(
日
)
前
注
三
の

(
8
)

参
照
。

(
ロ
)
同

ω・
um-

(
円
)
同

ω・
ミ
ι
・

(
リ
け
)
〈
巴
・
一
「
巾
ロ
Muω
・
N
P
ω
・
巴
・

(
ぽ
U

)

前
注
一
一
一
の

(

8

)

参
照
。

(
ば
山
)
マ

γ
が
、
外
的
時
聞
を
一
日
二
十
四
時
間
と
い
う
よ
う
な
極
端
に
短

か
い
時
間
に
限
定
せ
ず
、
七
年
間
と
い
う
「
長
く
も
な
く
短
か
く
も
な

い
」
時
間
、
「
十
進
法
に
慣
れ
た
も
の
に
は
魔
術
的
な
響
き
を
も
っ
た
」

数
で
あ
る
七
と
い
う
年
数
を
撰
ん
だ
の
も
、
こ
の
た
め
で
あ
る
と
い
え
よ

。
λ
ノ

~160 ー

四

(

1

)

ド
グ
ト
ル
・
グ
ロ
コ
ア
ス
キ
ー
が
午
後
の
回
診
の
時
に
カ
ス
ト
ル
プ

を
迂
回
し
な
く
な
り
、
彼
に
「
あ
な
た
は
一
夜
に
し
て
客
か
ら
仲
間
に
な

っ
た
」
と
言
っ
た
り
、
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
手
段
で
、
作
者
は
、
こ
こ
か

ら
客
が
患
者
に
変
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
み
せ
て
い
る
。

国

ω
.
M
m吋
同

.

(

2

)

ハ
γ
ス
は
こ
こ
で
低
地
の
家
族
に
手
紙
を
書
く
。

「
そ
の
手
紙
が
ハ



γ
ス
の
『
自
由
』
を
保
証
し
て
く
れ
た
。
」
同

ω
-
u
E・
ま
た
、
少
し
後

で
は
、
「
『
山
の
上
に
自
由
あ
り
』
と
ハ

γ
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
は
浮
か
れ

て
い
っ
た
。
」
同

ω・明
uu

(

3

)

〈
明
日
・
問
。
。
℃
目
白
ロ

P
ω
・
ζ
口
同
町
・
コ
ー
プ
マ
ン
は
、
こ
の
点
に
関
じ

て
、
ヘ
ル
マ

γ
・
マ
イ
ヤ

l
が
、
こ
の
三
つ
の
章
の
時
間
論
議
が
す
べ
て

同
じ
考
え
方
と
結
論
を
目
指
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
の
を
反
駁
し
て
い

る。

ω.-品川叫・

(
4
)
関
D
O
-
u
自
由
ロ

p
ω
.
エケ

〈

F
)
同

ω
-
M明一吋

〈

6
)

「
魔
の
山
」
の
時
間
を
論
ず
る
場
合
、
こ
の
両
者
の
相
違
を
見
逃
し

が
ち
で
あ
り
、
両
者
を
混
同
し
て
第
二
の
点
ば
か
り
を
強
調
す
る
こ
と
に

な
り
易
い
。
コ
ー
プ
マ
ン
は
、
第
五
章
か
ら
全
く
別
の
絞
述
形
式
が
始
ま

る
こ
と
を
指
摘
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
両
者
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る

と
は
量
一
一
?
え
な
い
。
た
と
え
ば
「
今
こ
こ
で
目
に
つ
い
た
の
と
は
全
く
別
の

不
思
議
な
現
象
」
と
い
う
一
言
葉
を
、
コ
ー
プ
マ

γ
は
第
六
章
の
時
間
概
念

と
の
区
別
を
現
わ
す
の
に
も
応
用
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
言
葉

は
、
や
は
り
、
第
四
章
ま
で
の
内
的
時
間
獲
得
の
た
め
の
手
続
き
と
、
第

五
章
以
下
の
内
的
時
間
そ
の
も
の
と
の
相
違
を
示
す
も
の
で
、
第
六
章
以

下
の
時
間
と
の
差
を
一
亦
す
も
の
は
、
む
し
ろ
「
今
の
と
こ
ろ
は
」
と
い
う

言
葉
と
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〈
m--
同
C
C
M
M
B
E
P
ω
-
E
M
-

(

7

)

同

ω-MUJN
同・

(
B
)

困

ω・吋
Dm-

北
大
文
学
部
紀
要

(
9
)
同

ω・吋
cm-
こ
れ
は
「
魔
の
山
」
の
時
聞
を
論
ず
る
場
合
よ
く
引

用
さ
れ
る
筒
所
で
あ
る
。
〈
問
日
・
出
向

FW同
w
m
r
p
。
・
・

ω-MD品
U

H
内

O
C同

γ

目
白
ロ

ω
.
-
U吋・

(
印
)
同

ω
-
M
∞u
・
3

何日ロ叫ん

F
Eロ
町
立
の
中
で
、
マ
シ
は
、
彼
が
ダ
グ
ォ

ス
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
で
体
験
し
た
こ
の
病
気
の
世
界
を
、
二
種
の
閉
鎖
的

な
生
の
代
用
品
で
あ
る
と
一
言
っ
て
い
る
。
凶

ω-aou

(
日
)
〈
間
]
・
関
O
O
M
V
H
H
岡田ロ
P
ω
・
GA山

(
ロ
)
例
え
ば
〈
m-.
凶

ω.-MM・
(
戸
各
自
由
m
w
σ
同
町
田
国
)

〈
円

)
H
H
ω
-
m
o∞
(
田
口

B
r
E口問

E
L
8
3
N
g
r
o円
σRmmnLω
・

】

Ma

(「
ωσoロm
w
国

σ同
町
田
m
w
)

(
同
)
凶

ω
-
S∞
・
(
講
演
同
O
印
白

u
r
g【

H
8
2
0
切
る
色
。
。

(
汚
)
ト

I
マ
ス
・
マ
ン
の
小
説
技
法
が
、
現
代
文
学
の
特
質
を
な
す
「
絶

対
的
な
機
能
主
義
」
の
一
種
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
ヴ
ィ

ル
ヘ
ル
ム
・
エ
ム
リ
ヒ
で
あ
る
。
彼
は
、
エ
ッ
セ
イ
「
現
代
文
学
の
構

造
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
一
言
っ
て
い
る
。
「
ト

l
マ
ス
・
マ

γ
の
ラ
イ

ト
モ
テ
ィ

l
フ
の
純
粋
に
機
能
的
な
性
格
は
:
:
:
。
こ
の
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

I
フ
は
イ
ロ

i
ニ
ッ
シ
ュ
な
定
式
に
な
っ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
れ
ら
は
、

自
己
自
身
の
中
に
既
に
そ
の
反
対
概
念
、
そ
の
否
定
を
含
ん
で
い
る
。
そ

れ
ら
は
も
は
や
、
個
々
の
も
の
が
そ
の
た
め
に
犠
牲
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
絶
対
的
な
も
の
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
。
マ

γ
が
経
験
的
な

領
域
を
踏
み
越
え
る
と
こ
ろ
で
さ
え
|
|
た
と
え
ば
、
死
の
形
而
上
学
に

お
い
て
さ
え
、
一
方
に
お
い
て
は
ま
た
、
こ
の
死
の
形
而
上
学
が
イ
ロ

l

ユ
ッ
シ
ュ
に
取
消
u

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
に
対
し
て

一ー 161ー「



「
時
の
小
説
」

(
N
白山可
O
E田
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

生
と
、
社
会
的
現
実
の
限
定
さ
れ
た
世
界
が
突
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
ま
た
、
こ
の
生
の
方
も
逆
に
イ
ロ

l
ニ
ッ
γ
ュ
に
止
揚
さ
れ

て
、
生
の
要
求
に
対
し
て
は
『
死
へ
の
親
愛
感
』
が
対
置
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
こ
と
は
、
ト

l
マ
ス
・
マ
ン
の
小
説
世
界
も
ま
た
、
も
は
や

無
条
件
の
包
括
的
な
規
範
を
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
領
域
の
聞
に
生
き
て
い
て
、
ど
の
一
つ
に
も
属
さ
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
対
立
の
聞
に
漂
い
立
っ
て
い
る
こ
と

の
中
に
、
マ

γ
は
人
間
性
の
本
質
を
見
た
。
一
面
的
な
拘
束
は
す
べ
て
、

人
聞
か
ら
人
間
的
な
自
由
を
奪
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼

は
、
現
代
の
最
も
包
括
的
な
、
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
領
域
を
お
お
う
詩

人
の
一
人
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

当
己

r
s
開
自
己
口
「
・
】
ν
H
O
H
m
z
g仏
〈

OHr白山ロロロ
m
u
E
r
g
p
B

〈
R
E
m
-
】
ま
0

・
ω・
ご
品
同
・

な
お
、
マ
ン
が
十
九
世
紀
の
市
民
的
伝
統
を
受
け
継
い
だ
エ
ン
ツ
イ
ク

ロ
ベ
デ
ィ
ス
ト
的
小
説
家
で
あ
る
こ
と
を
、
イ
エ
ン
ス
は
指
摘
し
て
い

る
。
マ
ン
の
生
涯
の
作
品
は
、
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
l
フ
に
よ
っ
て
現
存
す
る

世
界
全
体
を
呪
縛
し
、
多
く
の
関
運
の
中
に
写
し
と
ろ
う
と
す
る
壮
大
な

事
業
で
あ
る
と
い
う
。
当
岳

2
守
口
回
一
口

2
5
Z
口
百
三
日
常
門

。
巾
問
。
ロ
唱
曲
ユ
宮
山
口
口
r
o
p
]ま
了

ω・
∞
吋
戸

こ
の
よ
う
な
事
業
を
、
エ
ム
リ
ヒ
は
、
現
代
人
の
出
同

σロ
聞
で
あ
る
と

い
う
。
明
日
門
戸
ロ
r
H
口
広
肘
吋
N
釦

E
rロロ
ω同《目。白話
N
0
・
HmrHrロロ仏
2
g
w
p
p

。
-wω.
ミ
∞
同
.

(
げ
叩
〉
ト

i
マ
ス
・
マ
シ
は
、
自
分
の
作
品
を
、
い
つ
も
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

1

7

を
利
用
し
た
テ
l
マ
の
織
物
、
イ
デ

I
建
築
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。

凶・

ω-m-O
戸
(
田
口

B
r
s
m
u
rロヨ
N
E
Z
H
r
R
m
R
)
肖・

ω

ご
血
(
戸
四
ゲ
巾
ロ
回
目
ゲ
]
ユ
mm凶
)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
物
語
の
精
神
|
|
ト
l
マ
ス
・
マ
ン
の
小

説
概
念
」
(
本
学
部
紀
要
ロ
号
)
二

O
八
頁
以
下
参
照
。

(
げ
)
同

ω・
8
明・

(
m
u

「
こ
の
話
は
、
主
人
公
ハ

γ
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
を
中
心
に
話
す
の
で

は
な
く
、
大
変
話
し
が
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
話
そ
の
も
の
の
た
め

に
話
す
の
だ
」
と
話
者
が
「
ま
え
が
き
」
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
意

味
で
あ
ろ
う
。
同

ω・
唱

「
魔
の
山
」
に
於
て
は
、
一
切
が
「
関
係
と
変
化
」
で
あ
る
こ
と
を
説
い

て
い
る
の
は
、
ヘ
ラ
ー
で
あ
る
。
出
。

-ZHw
白・白・

0
・
uω
・
MMM-ω
・

M凶品場

ω
.
M品山山・

ま
た
エ
ム
リ
ヒ
は
、
上
述
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
「
純
粋
な
関
係
」
が
近
代
文

学
で
占
め
る
意
味
を
、
ア
ル
ノ

l
・
ホ
ル
ツ
か
ら
、
マ
ン
、
リ
ル
ケ
、
表

現
主
義
と
辿
っ
て
い
る
。
開

g
ユロ
Y
白・田・

0
・
wω
・
ご

M
R

マ
γ
の
こ
の
関
係
づ
け
の
試
み
は
、
ジ
イ
ド
が
「
贋
金
.
つ
く
り
」
で
実
験

し
た
「
純
粋
小
説
」
の
試
み
と
、
あ
る
意
味
で
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
〈
間

]
-
H
S
F
ω
Z
2
2
5
H
F
H
S
S
Z門間
g
n
E口
r
F
ω
・
ミ
・

(
汐
)
エ
ム
リ
ヒ
は
、
先
の
エ
ッ
セ
イ
で
、
未
来
派
や
ダ
ダ
イ
ズ
ム
に
お
け

る

ι日
氏
自
己

E
E
ω
H
U
n
r巾
COL-ロ
宮
や
仏
m

広
三
巳

znro
の凸門回目

n
E
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を
、
先
じ
述
べ
た
機
能
主
義
の
一
表
現
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
な
か
で

も
、
品
目
印
己
主

E
n
r
o
o
o
L
K
Z
に
お
い
て
は
、
も
ろ
も
ろ
の
事
象
の
同

時
性
を
作
り
出
す
た
め
に
、
詩
人
が
い
わ
ば
中
央
に
位
置
し
、
動
か
な
い

静
止
状
態
に
あ
っ
て
、
現
代
生
活
の
さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
す
る
事
件
が
同
時

に
詩
人
の
上
に
襲
い
か
か
り
、
詩
人
は
そ
れ
ら
す
べ
て
を
手
を
加
え
ず
に

設
列
さ
せ
る
手
法
を
と
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
間
接
的
に
一
つ
の

関
連
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
の
だ
と
い
う
。
「
魔
の
山
」
の
主
人
公
ハ
ン

ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
、
従
来
の
教
養
小
説
の
主
人
公
と
は
違
っ
て
、
空
間

的
時
間
的
に
密
封
さ
れ
た
サ
ナ
ト
り
ウ
ム
の
世
界
か
ら
一
歩
も
外
へ
踏
み

出
さ
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
面
白
い
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し

て
は
、
現
代
の
「
教
養
小
説
」
に
お
け
る
「
時
間
と
空
間
」
の
問
題
を
扱

っ
た
柏
原
兵
三
氏
の
興
味
ゐ
る
論
文
が
あ
る
。
柏
原
兵
三
「
〈
魔
の
山

V

試
論
」
。
「
形
成
」
一
九
六
二
年
秋
。
二
頁
以
下
。

ト
l
マ
ス
・
マ
ン
に
お
け
る
「
発
展
」
の
欠
如
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
物

語
の
精
神
」
二
一
二
頁
参
照
。
現
代
の
フ
ア
ウ
ス
ト
が
書
斎
を
一
歩
も
出

ず
、
外
か
ら
人
物
や
事
件
が
次
々
と
彼
の
門
を
叩
く
こ
と
も
、
思
い
出
さ

れ
る
。

〈
初
〉
「
詐
欺
師
フ
ェ

I
り
ク
ス
・
ク
ル
ル
の
告
白
」
の
中
で
、
古
代
博
物

館
長

F
ッ
ク
タ
は
言
一
う
。
「
物
が
な
け
れ
ば
、
空
間
も
時
間
も
な
い

0

・

空
間
と
時
間
と
を
も
た
ぬ
こ
と
、
こ
れ
が
無
の
定
義
で
あ
る
。
無
は
、
い

か
な
る
意
味
で
も
ひ
ろ
が
り
を
も
た
な
い
守
口
凹

ιorロロロ
m乙
O
田
)
。
動
か

ぬ
永
遠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ほ
ん
の
一
時
的
に
だ
け
、
そ
れ
は
空
間
的
時

北
大
文
学
部
紀
要

閥
的
存
在
に
よ
っ
て
中
断
さ
れ
た
の
だ
。
」
百

ω
-
E
U

(
幻

)
M
H
ω
-
m
o
m
(肘
5
2
r円
ロ
ロ
開
山
口
《
ぽ
ロ

3
N
同ロゲ
2
σ
R
m
m
h
)

(
幻
)
出

ω・
∞
ヨ
・
(
〈
。
ロ

U
O
E
E
r
R
M
N名
戸
ゲ
ロ
r)
更
に
、
こ
の
講
演

の
中
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
|
|
「
現
代
の
詩
人
が
関
心
を
も
っ
て
い
る

無
へ
の
深
い
愛
一
則
ち
、
「
黄
色
い
頭
蓋
骨
の
空
ろ
な
限
案
や
墓
所
の
緑

が
か
っ
た
壁
へ
の
愛
」
と
い
う
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
言
葉
。
「
ノ
ヴ
ァ

l
リ
ス

に
と
っ
て
、
有
機
体
へ
の
親
し
み
は
、
そ
れ
と
反
対
の
も
の
へ
の
親
愛
感

と
ま
じ
り
あ
っ
て
お
り
、
病
気
と
死
と
肉
欲
と
の
こ
れ
以
上
密
接
な
結
合

が
う
た
わ
れ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
人
生
そ
の
も
の

が
、
彼
に
と
っ
て
は
、
病
気
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
有
機
体
の

中
に
あ
ら
ゆ
る
病
気
の
徴
候
、
即
ち
自
己
破
壊
の
本
能
を
見
て
い
た
か
ら

で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
、
執
筆
中
の
「
魔
の
山
」
を
念
頭
に
お

い
た
言
葉
と
し
て
、
こ
の
小
説
を
解
く
鍵
と
い
っ
て
よ
い
。
凶

ω・∞$・

(
幻
)
一
見
生
の
力
を
代
表
す
る
か
の
よ
う
な
ゼ
テ
ム
プ
リ

I
ニ
が
、
実
は

一
種
の

ω田
仲
間
自
で
あ
り
、
冥
府
へ
の
魂
の
導
き
手
、
ヘ
ル
メ
ス
の
化
身

で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
青
い
マ
ン
ト
を
着
た
死
の

神
が
、
人
文
主
義
的
修
辞
家
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
教
育
的
な
文

学
の
神
で
あ
る
人
類
の
友
を
よ
く
よ
く
跳
め
る
と
、
そ
こ
に
は
、
そ
ん
な

も
の
は
い
な
く
て
、
額
に
夜
と
魔
法
の
し
る
し
を
つ
け
た
猿
の
顔
が
あ
っ

た
。
」
同

ω・
芯
凶
こ
の
古
川
を
指
摘
し
て
、
「
魔
の
山
」
を
ヘ
ル
メ
ス

物
語
で
あ
り
、
冥
府
下
り
の
書
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
は
、
イ
ェ

γ
ス
で

あ
る
。
ぃ
『

o
g
v
ω
g芹
巳
ロ
O
H
F
U開
門
主
戸
同
町
四
回
口

rkrgwω
・

-
S
同
・
ま
た
、

-163ー



「
時
の
小
説
」

ハ

N
2
R
o
g
g
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

コ
ー
プ
マ
ン
は
、
こ
こ
で
ヘ
ル
メ
ス
・
ト
り
ス
メ
ギ
ス
ト
ス
(
エ
ジ
プ
ト

の
ト
ト
)
と
プ
シ
コ
ポ
ン
ポ

l
ス
と
し
て
の
ヘ
ル
メ
ス
と
が
混
同
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
彼
も
ま
た
ゼ
テ
ム
プ
リ

I
ニ
の
み
な
ら

ず
ナ
フ
タ
の
中
に
も
ヘ
ル
メ
ス
の
姿
を
見
て
い
る
。
む
し
ろ
カ
ス
ス
ル
プ

に
と
っ
て
は
、
ヘ
ル
メ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
と
が
同
じ
神
に
見
ら
れ
て
い
る
と

い
う
。
同
O
D
H
V
H
ロ
g
p
ω
・
-
E
・
ま
た
、
∞
民
俗
ロ
同
と
い
う
語
の
二
重
の
意

味
に
つ
い
て
面
白
い
解
釈
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
ヘ
ル
マ

γ
・
マ
イ
ヤ
ー

で
あ
る
。
冨

q
F
同・同・

0
・
4
ω
.
M
G
戸

(
M
A
)

「
魔
の
山
」
を
オ
デ
ュ
セ
ウ
ス
の
「
冥
府
下
り
」
に
比
し
た
も
の
に

は
、
前
注
の
よ
う
に
イ
ェ

γ
ス
が
あ
る
ほ
か
、
ヘ
ラ
ー
も
ゼ
テ
ム
プ
リ

l

ム
と
カ
ス
ト
ル
プ
の
会
話
を
引
い
て
い
る
。
ゼ
「

J

あ
な
た
は
わ
た
し
た
ち

の
仲
間
で
は
な
い
の
で
す
ね
ヲ
・
あ
な
た
は
健
康
で
、
こ
こ
で
は
聴
講
さ

れ
る
だ
け
な
ん
で
す
ね
。
冥
府
を
訪
れ
た
オ
デ
ュ
セ
ウ
ス
の
よ
う
に
?
・
な

ん
と
い
う
大
胆
き
で
し
ょ
う
。

t
u
者
ど
も
が
酔
生
夢
死
を
し
て
い
る
深
淵

へ
下
り
て
こ
ら
れ
る
と
は
。
」
カ
「
深
淵
へ
で
す
ョ
て
?
・
ゼ
テ
ム
ブ

p

l
-
一
さ
ん
。
ご
冗
談
で
し
ょ
う
。
ぼ
く
は
、
あ
な
た
方
の
と
こ
ろ
へ
お
よ

そ
五
千
フ
ィ
ー
ト
は
登
っ
て
き
た
の
で
す
か
ら
。
」
ゼ
「
そ
う
感
じ
ら
れ

る
だ
け
で
す
よ
。
そ
う
で
す
と
も
、
錯
覚
で
す
よ
。
私
た
ち
は
深
淵
に
お

ち
た
ゃ
か
ら
で
す
よ
(
困

ω・
∞
品
・
)
へ
ラ

l
は
、
こ
れ
を
、
プ
ア
ウ
ス

ト
が
母
の
国
へ
下
り
て
い
く
時
に
メ
フ
ィ
ス
ト

l
が
言
う
台
自
の
パ
ロ
デ

ィ
ー
だ
と
し
て
い
る
。
因
。
Z
O
H
U
ω
・

MM∞-

(
万
)
困

ω
-
M
3・
「
お
り
て
」
と
い
う
語
は
、
テ
キ
ス
ト
で
も
引
用
符
が

つ
い
て
い
る
。

(
泌
〉
凶

ω・
品
川
ロ
同
・

(
幻
)
同

ω・
吋
(
)
吋
・

(
お
)
こ
の
小
説
が
単
純
な
青
年
の
錬
金
術
に
よ
る

ωz-maロ
ロ
聞
の
物
語

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
何
百

E
r
Hロロ
m
の
中
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
し
か
し
、
こ
の
単
純
な
素
材
が
、
魔
の
山
の
熱
っ
ぽ
い
錬
金
術
に
よ
っ

て
、
田
氏
問
。

E
ロ
聞
を
う
け
、
そ
れ
が
、
彼
に
、
低
地
で
は
思
い
も
よ
ら

な
か
っ
た
よ
う
な
道
徳
的
、
精
神
的
、
感
覚
的
冒
険
を
す
る
能
力
を
与
え

る
の
だ
。
彼
の
物
語
は
、

ω円
四
日
間
四
円
ロ
ロ
聞
の
物
語
で
あ
る
。
」

MHω-m-N

(
m
U
)

同

ω
吋
(
〕
白
戸

(
知
)
同

ω・
晶
司

(
引
λ

)

〈

m--FOEms-ω
・

-
S

(

m

A

)

運
動
は
す
べ
て
循
環
的
で
円
周
的
で
あ
る
と
い
う
言
葉
が
、
以
下
第

六
章
中
に
屡
出
て
く
る
。
例
え
ば
、
同

ω・
ョ
ァ

ω・
3
0

(
お
)
カ
ス
ト
ル
プ
の
関
心
が
、
或
い
は
彼
を
め
ぐ
る
問
題
領
域
が
、
第
五

章
で
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
ャ
夫
人
へ
の
愛
を
中
心
と
し
た
直
接
人
間
に
関
係
あ

る
も
の
、
い
わ
ば
個
人
的
人
間
の
領
域
に
限
ら
れ
て
い
た
の
に
、
第
六
章

で
は
、
そ
れ
が
、
天
文
学
か
ら
精
神
分
析
、
宗
教
、
政
治
と
、
超
個
人
的

な
問
題
へ
と
広
が
り
、
帥
件
。

-mmw円
ロ
さ
れ
て
い
く
の
が
見
ら
れ
る
。

(
M
月
)
問
。
。
句
ヨ
田
口
P
ω
・
E
M

(
努
)
前
注
三
の
(
泊
〉
参
照
。

(
U
m
)

作
者
が
、
カ
ス
ト
ル
プ
の
行
先
を
、
で
き
る
だ
け
方
向
の
わ
か
ら
な

(何日ロ
-RFrHHHロ
明
日
間
内
目
。
ロ
ミ
N
田口ず巾一円ゲ開門
m
R
)

-164-



い
も
の
に
し
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
。

ζ

の
点
に
つ
い
て
は

E
o
-
-
R
U
ω
-
M
-∞
同
・
参
照
。

(
労
)
同

ω
-
m∞
∞
・
こ
の
点
に
関
し
て
、
ハ
ン
ス
・
マ
イ
ヤ

l
は
、
「
カ

ス
ト
ル
プ
の
錬
金
術
的
発
展
の
過
程
は
、
突
入
生
の
動
揺
と
矛
盾
と
を
明

ら
か
に
示
し
て
い
る
。
も
し
『
魔
の
山
』
が
テ

l
ゼ
の
小
説
で
し
か
な
か

っ
た
ら
、
主
人
公
が
例
の
愛
と
死
と
の
命
題
に
達
し
た
『
雪
』
の
章
で
終

っ
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
。
カ
ス
ト
ル
プ
は
、
雪
の
章
の
あ
と
で
も
、
ま
た
病

気
と
死
と
の
『
穴
』
へ
落
ち
る
の
だ
」
と
の
べ
て
い
る
。
呂

a
R
白・白・

0
・
uω
・
M
M
a
・

(
郊
)
マ
ン
は
、
ゲ

l
テ
に
倣
っ
て
、
「
魔
の
山
」
と
い
う
「
芸
術
作
品
」

を
「
こ
の
真
面
目
な
遊
び
」
と
い
っ
て
い
る
。
凶

ω・
8
∞
・
(
】

W
Z
E
F
S

HdhDmrH
仏。ロ

3N2Hゲ
叩

H1ro同
町
公
)

(
m
M
〉
「
魔
の
山
」
で
、
大
切
な
ア
ナ
ム
ネ
シ
ス
が
い
つ
も
夢
と
ず
ィ
ジ
ヨ

γ
の
中
で
起
こ
る
の
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
コ

l
プ
マ
ン
。
関
口
O
匂
自
由
ロ
P

ω・】血串

ま
た
、
ェ
ム
リ
ヒ
は
、
雪
の
章
の
例
の
命
題
と
「
魔
の
山
」
の
結
末
を
と

り
上
げ
て
、
「
人
生
の
外
に
立
つ
イ
ロ

l
ニ
カ

l
の
イ
ロ
ニ
ー
は
、
感
傷

に
急
変
す
る
。
現
実
と
の
イ
ロ

I
ニ
ッ
シ
ュ
な
遊
び
に
よ
っ
て
生
じ
た
真

空
、
小
説
が
そ
れ
に
転
調
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
小
説
と

し
て
止
揚
し
て
し
ま
う
形
式
的
抽
象
は
、
愛
へ
の
漢
と
し
た
憧
慢
の
中
へ

自
ら
を
救
い
上
げ
る
し
か
な
い
。
こ
の
憧
憶
は
、
し
か
し
、
も
は
や
小
説

と
し
て
明
瞭
に
形
作
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

北
大
文
学
部
紀
要

H
W
自
己
n
y
p・
m・
0
・・

ω・
口
市
V

一
方
、
ヘ
ラ

i
は
、
こ
の
愛
が
、
そ
こ
で
夢
み
ら
れ
た
内
容
に
だ
け
頼
っ

て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
貧
弱
な
夢
に
す
ぎ
ず
、
説
得
力
を
持
た
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
愛
の
真
実
を
保
証
し
て
い
る
の
は
、
作
者
の
技
術
な
の
だ
。
つ

ま
り
、
形
式
自
体
に
よ
っ
て
こ
の
夢
は
現
実
性
を
保
っ
て
い
る
の
だ
と
一
言

う
。
国
巳

-2wω
・
M
S

(
刊
明
)
国
伊
甲
山
本
・
へ
一
7
1
は
、
も
し
カ
ス
ト
ル
プ
が
戦
場
か
ら
生
還
し

た
ら
、
彼
は
「
魔
の
山
」
と
い
う
小
説
を
書
く
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
い

る
。
出
巳
-m♂

ω・
M
g

(
山
引
)
出
∞

-
E
凶
(
回
以
ロ
E
r
Eロ
m
g
円山骨ロヨ

N
g
r
R
r
R
m
R
a
)
同

ω・

吋山川市
V

(
川
町
)
同

ω-au

(
侶
)
闘

ω・吋明品

(
川
明
)
同

ω・
吋
明
血
同
・

(
川
町
)
同

ω・
吋
ヨ

(

M
切

)

困

問

ω・
吋
明
品
同
・

(
円
引
)
困

ω・吋山部

(
川
明
)
マ

γ
は

開

S
E
r
Eロ
聞
で
、
「
魔
の
山
」
が
先
行
す
る
「
非
政
治

的
人
間
の
考
察
」
や
「
ト

I
ュ
ォ
・
ク
レ

1
ゲ
ル
」
ま
た
後
続
す
る
「
ヨ

オ
ゼ
フ
」
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
関
係
に
ふ
れ
な
い
で
、
こ
の
小
説
を
論

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
雪
一
同
っ
て
い
る
。
凶

ω・
m
S

ヨ
オ
ゼ
フ
物
語
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
神
話
の
イ
デ
ー
に
つ
い
て
は
、

-195ー



「
時
の
小
説
」

(
N四日常

O
B田
口
ー
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

拙
論
「
物
語
の
精
神
」
に
述
べ
た
が
、
簡
単
に
再
述
す
る
と
、
こ
の
小
説

の
最
も
重
要
な
理
念
は
、
深
層
心
理
学
に
支
え
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
神

話
的
生
」
の
イ
デ
ー
で
あ
る
。
即
ち
、
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
生
は
、
ど
ん
な

に
新
奇
で
特
殊
に
見
え
よ
う
と
も
、
先
人
の
「
既
に
生
き
ら
れ
た
生
」
の

無
意
識
の
繰
返
し
で
あ
り
、
模
倣
で
あ
る
。
そ
し
て
、
神
話
と
は
、
人
類

の
最
初
に
あ
る
「
既
に
生
き
ら
れ
た
生
」
で
あ
り
、
人
間
の
生
の
典
型
で

あ
っ
て
、
個
人
の
生
は
、
こ
の
大
き
な
生
が
そ
の
中
に
入
り
、
そ
こ
に
自

ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
相
貌
を
繰
返
し
生
み
出
し
た
、
い
わ
ば
、
神
話
の
肉
体

化
な
の
で
あ
る
。
個
人
の
性
格
が
、
最
も
つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
も
、
と
に
か

く
人
間
の
品
位
を
保
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
、
時
代
を
超
え
た
神
話
的

典
型
の
再
現
だ
か
ら
で
あ
り
、
人
々
が
精
神
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
彼

等
の
生
が
こ
う
い
う
典
型
の
具
象
化
だ
と
い
う
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
ι

そ
し
て
、
物
語
は
、
こ
の
よ
う
な
時
空
を
超
え
た
神
話
的
生
が
身
に
ま
と

う
晴
着
、
い
わ
ば
祝
祭
で
あ
っ
て
、
神
話
を
呼
び
出
し
、
詳
し
い
現
在
で

演
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
木
学
部
「
紀
要
」
ロ
号
、

一
一
一
一
一
一
良
参
照
。

(

m

包

囲

ω
・吋ヨ

(
列
)
困

ω
-
m司

(
引
)
困

ω
血
豆
「
循
環
す
る
」
は
戸
B
r
c
B
B
B。
こ
れ
は
、
第
六
章

の
時
間
概
念
に
ぴ
っ
た
り
符
合
し
た
出
来
事
で
あ
る
。
ま
た
、
少
し
前
、

六
七
一
一
良
に
は
、
斜
面
に
横
に
な
り
た
い
と
い
う
誘
惑
に
つ
い
て
「
そ
の

誘
惑
は
烈
し
か
っ
た
。
|
|
本
に
書
か
れ
て
い
る
の
と
そ
っ
く
り
同
じ
で

あ
り
、
し
か
も
類
型
的
で
危
険
な
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
と
そ
づ

く
り
同
じ
だ
っ
た
が
、
類
型
的
で
あ
る
こ
と
は
、
し
か
し
、
そ
の
誘
惑
の
烈

し
い
現
実
的
な
力
を
少
し
も
損
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
誘
惑
は
個
と
し
て

の
権
利
を
主
張
し
、
類
型
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
中
へ
編
入
さ
れ

た
が
ら
ず
、
類
型
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
が
ら
ず
、
強
烈
な
点
で
類
例
の
な

い
一
回
き
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
ヨ

オ
ゼ
フ
小
説
で
マ

γ
が
扱
っ
た
類
型
と
個
人
と
の
関
係
の
先
取
で
あ
る
。

拙
論
「
物
語
の
精
神
」
参
照
。

(
見
)
同

ω・
臥
∞
一
品
ま
た

ω・明
m

山
口
で
も
、
ほ
ん
と
う
の
個
人
主
義
は
、

「
無
名
で
共
肉
的
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
閃
)
例
え
ば
、
ィ
ェ
ン
ス
の
ト

i
マ
ス
・
マ

γ
論
ヨ
ロ
2
C
0
3
P凶門

ロ
ぽ
σ
o
E
H《
山
田
江
口
口

rrHO門
会

(ω
富
民

m
E
R
F
ユO
B
E円四町田口
r
r
z
o

〉
。
ま
た
、
コ

I
プ
マ
シ
も
先
の
論
文
の
中
で
、
「
魔
の
山
」
に
お
け
る

神
話
的
な
も
の
、
特
に
ヘ
ル
メ
ス
的
な
要
素
を
く
わ
し
く
指
摘
し
て
い

る
。
問
。
。
目
出
回
目
ロ
P
ω
・
5
明
同
町
・
更
に
、
先
に
挙
げ
た
オ
デ
ュ
セ
ウ
ス
的

冥
府
下
り
に
つ
い
て
、
ゼ
テ
ム
プ
リ

I
ニ
が
、
上
る
の
と
下
る
の
と
は
同

じ
こ
と
だ
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
ヨ
オ
ゼ
フ
小
説
中
の
「
天
上
と
地
上
と

が
た
が
い
に
入
れ
替
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
考
え
の
萌
芽
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
同
司

ω・品
M
M
G
g
a
r
ロ
ロ
品
目

zo回
H
E巾
同

)

咽

凶

ω・

as.
ハ
講
演

H
c
z
z
ロ
ロ
ハ
凶
器
宮
内
∞

HEOH)
〈

m--Hogum山
・
ミ
0

・

回目

FWHWω-MM∞-

(同

)ω
・吋河川明。

ω・吋市川
J

吋・

-1(5(5-



(
間
以
)
こ
の
中
で
マ
ン
が
、
こ
の
物
語
の
中
に
は
い
つ
も
海
が
ど
よ
め
い
て

い
る
、
と
一
言
っ
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
、
そ
う
い
う
時
間
区
分
の
消
滅

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
コ
ー
プ
マ
ン
は
、
マ

ン
が
「
中
世
の
学
者
」
を
引
合
い
に
出
し
た
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は

な
い
と
し
て
、
「
中
世
は
、
こ
こ
で
は
、
神
話
的
な
も
の
の
代
り
を
し
て

い
る
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
州
内
0
0
匂自由ロ
P
ω
・
】
ま

五

(

1

)

凶

ω・血】
M

(

何
日
ロ
旨
『
ロ
ロ
m
Z

門

-
2
3
N
m
z
r
q
g
H
m
m
h
)

(

2

)

凶

ω・
臥

O
凶

(

3

)

凶

ω・
m

山ご

〈

4
)
前
註
四
の
(
行
)
参
照
。

ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
の
使
用
法
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
具
体
的
に
あ
げ
て
い

る
余
裕
は
な
い
、
と
い
う
よ
り
、
こ
の
小
説
で
は
、
殆
ど
一
切
の
も
の
が

イ
デ
ー
と
な
っ
て
、
モ
テ
ィ

l
フ
の
役
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ

γ

の
言
葉
で
い
え
ば
、
最
も
複
雑
な
、
す
べ
て
に
決
透
す
る
や
り
方
で
使
用

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
ο

(

出

ω-aご
)
そ
れ
は
、
死
と
い
う
イ
デ
ー

そ
の
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
「
が
た
ん
、
び
し
ゃ
ん
」
と
い
う
ド
ア

の

t
ま
る
音
で
あ
っ
て
も
よ
い
し
、
「
口
を
半
ば
開
け
て
頭
を
横
に
か
し

げ
る
」
カ
ス
ト
ル
プ
の
癖
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
た
と
え
ば
、
死
は
、
既

に
見
た
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
人
物
の
姿
を
と
っ
て
現
れ
、
そ
れ
に
対
立
す

る
生
と
健
康
と
い
う
概
念
、
ま
た
逆
に
類
似
す
る
病
気
の
概
念
等
々
を
呼

び
覚
し
、
更
に
精
神
、
批
評
、
形
式
、
進
歩
、
と
い
っ
た
具
合
に
限
り
な

北
大
文
学
部
紀
要

く
ひ
ろ
が
っ
て
い
く
。
ま
た
「
が
た
ん
び
し
ゃ
ん
」
は
、
シ
ョ
l
シ
ヤ
夫

人
が
現
れ
る
た
び
に
繰
返
さ
れ
、
ロ
シ
ヤ
的
東
方
的
無
形
式
、
放
縦
を
象

徴
し
、
ゼ
テ
ム
ブ
リ
l
ニ
の
形
式
や
ヨ
l
ア
ヒ
ム
の
市
民
性
と
対
立
し
、

ハ
ン
ス
を
中
に
し
て
作
用
し
合
う
。
ま
た
、
頭
を
か
し
げ
る
癖
は
、
カ
ス

ト
ル
プ
が
死
の
こ
と
を
考
え
た
り
、
死
に
近
づ
い
た
り
す
る
時
に
現
れ
る

が
、
次
に
は
音
楽
を
聞
く
時
に
も
現
れ
て
死
と
音
楽
と
の
親
近
性
を
暗
示

す
る
(
出
巳

-Ru
∞-Mue
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

マ
ン
の
小
説
。
か
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
l
フ
の
使
用
に
よ
っ
て
膨
大
な
も
の
へ
ふ

く
れ
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
物
語
の
精
神
」
(
二

O
八
頁
以

下
〕
参
照
。
へ
ラ

l
は
、
「
そ
れ
か
ら
q
・
し
と
い
う
語
が
、
失
わ
れ
た
真

理
の
意
味
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
現
代
文
学
の
宿
命
と
、
そ
の
基
本
原

理
と
を
現
わ
す
語
だ
と
い
う
。
「
魔
の
山
」
の
わ
ず
ら
わ
し
い
ほ
ど
の

「
関
係
づ
け
」
も
そ
こ
に
由
来
す
る
と
。
民
己
芯
♂

ω
-
M
3・
ま
た
、
ト
l

マ
ス
・
7
γ
は
考
え
ら
れ
る
限
り
の
反
駁
を
予
め
封
じ
よ
う
と
し
て
い
る

よ
う
に
さ
え
見
え
る
が
、
一
体
誰
に
対
し
て
そ
ん
な
に
び
く
び
く
と
用
心

し
て
い
る
の
か
と
問
う
て
、
そ
れ
は
内
心
の
戸
、
即
ち
絶
対
的
な
イ
ロ
ニ

!
の
声
に
対
し
て
だ
と
答
え
て
い
る
。
国
巳

-opω.MM--

(
F
)

国
巳

-opω
・
MH
∞

(
6
)
民
己
目
。
ァ

ω.M-∞

(

7

)

出
。
口
町
♂

ω・
M
-
m
w

(

8

)

た
と
え
ば
、
「
彼
(
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
)
の
背
後
で
も
、
人
の

住
む
谷
が
た
ち
ま
ち
閉
じ
合
わ
さ
り
、
日
か
ら
消
え
て
し
ま
い
、
そ
こ
か

-167ー



「
時
の
小
説
」

〔

NaHHogg-)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

ら
の
音
も
聞
え
な
く
な
っ
て
、
彼
の
一
人
ぼ
っ
ち
、
い
や
心
細
さ
は
、
知

ら
な
い
う
ち
に
こ
れ
以
上
の
深
さ
は
の
ぞ
め
な
い
ほ
ど
に
深
く
な
り
、
恐

怖
を
呼
び
さ
ま
し
た
が
、
し
か
し
恐
怖
こ
そ
勇
気
の
前
提
な
の
だ
」
(
同

∞-EC)
こ
れ
は
、
ヘ
ラ
l
の
い
う
よ
う
に
、
カ
ス
ト
ル
プ
が
低
地
を
去

っ
叱
山
の
中
に
迷
い
込
み
、
人
生
と
い
う
も
の
に
驚
き
と
恐
怖
と
を
感
じ

た
そ
の
行
為
の
繰
返
し
で
ゐ
る
と
も
い
え
る
(
出
。

-r♂
ω
ど
唱
)
し
、

ま
た
、
ナ
フ
タ
の
い
う
錬
金
術
的
教
育
、
塚
穴
に
導
き
入
れ
ら
れ
勇
気
を

試
さ
れ
る
入
団
式
の
先
取
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
ハ

γ
ス
が
故
意

に
、
「
危
険
を
警
告
す
る
角
笛
吹
き
の
監
視
人
」
を
思
い
出
さ
せ
る
道
標

を
避
け
て
、
道
の
な
い
雪
山
の
中
に
迷
い
こ
ん
で
し
ま
っ
て
か
ら
、
空
が

暗
く
な
っ
て
き
た
の
に
恐
怖
を
感
じ
る
。
す
ぐ
に
戻
れ
ば
「
早
く
一
戻
一
り
す

普
て
、
時
間
を
利
用
し
つ
く
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
一

方
、
吹
雪
に
で
も
襲
わ
れ
よ
う
な
も
の
な
ら
帰
り
道
が
さ
し
当
り
全
く
判

ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
た
め
に
早
ま
っ
て
逃
げ
出
す
こ
と

は
、
お
こ
と
わ
り
で
あ
っ
た
:
:
:
ハ
ン
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
心
の
中
で
動

い
た
気
持
は
、
挑
戦
と
い
う
言
葉
で
言
一
い
現
わ
す
よ
り
ほ
か
に
は
な
か
っ

た
」
(
同

ω・
念
品
ご
こ
れ
は
、
理
性
の
呼
び
声
に
従
っ
て
三
週
間
で

帰
ろ
う
と
す
れ
ば
帰
れ
た
の
を
、
半
ば
自
分
か
ら
進
ん
で
、
魔
の
山
の
患

者
に
な
っ
た
カ
ス
ト
ル
プ
の
気
持
を
、
そ
の
ま
ま
言
い
現
わ
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
「
挑
戦
」
、
「
試
験
採
用
」
、
こ
れ
が
、

ωnr巳
r
で
あ
る
ハ

γ
ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
の
と
っ
た
道
で
あ
っ
た
。

な
ノ
)
出
己
目
。
ァ

ω・
M
U唱

(
印
)
ド
ピ
ュ
シ
イ
の
「
牧
神
の
午
後
」
は
、
「
忘
却
そ
の
も
の
、
至
福
の

静
止
、
無
邪
気
な

N
包
己
O
曲
目
開

ra同
」
が
支
配
す
る
曲
と
し
て
、
「
良
心

の
う
ず
き
の
な
い
放
縦
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
行
動
精
神
の
徹
底
的
な
否
定
の

理
想
化
と
神
化
」
と
し
て
拙
か
れ
て
い
る
。
ハ

γ
ス
を
魔
の
山
の

N
O
F
7

-c巴
mrm伊
丹
に
引
き
込
ん
だ
の
は
、
彼
が
準
備
体
質
と
し
て
以
前
か
ら
も

っ
て
い
た
一
種
の
敬
度
な
静
寂
主
義
吋
忌
間

raH
で
あ
り
、
そ
れ
が
死
に

親
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
再
三
小
説
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
叫

ま
た
菩
提
樹
が
「
死
の
歌
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
項
の
最
後
に
詳
し
く

分
析
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
ヴ
ァ
レ

γ
テ
ィ
ン
と
ヨ

l
ア
ヒ
ム
と
の
イ
デ

l
複
合
体
に
つ
い
て

は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
マ
イ
ヤ

l
が
詳
細
に
見
事
に
分
析
し
、
注
釈
し
て
い

る
。
彼
は
こ
の
複
合
が
、
ゲ
ー
テ
の
テ
キ
ス
ト
に
基
く
だ
け
で
は
不
可
能

で
あ
っ
て
、
グ
ノ

l
の
オ
ベ
ラ
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
両
方
か
ら
引
用
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
だ
と
い
う
。
そ
う
し

て
、
そ
れ
が
更
に
次
の
降
霊
術
の
項
に
流
れ
を
引
い
て
い
き
、
物
語
の
筋

の
形
成
の
上
に
重
要
な
役
を
果
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
と
。

ζ
q
p

ω・
M
M
U
-
-
p
m
.

(
ロ
)
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

I
プ
に
よ
っ
て
作
品
が
作
者
の
意
図
に
反
し
て
膨
れ

上
っ
て
い
く
こ
と
、
マ

γ
に
お
け
る
作
品
の
作
者
か
ら
の
独
立
、
作
品
独

自
の
意
志
と
野
心
と
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
物
語
の
精
神
」
参
照
。
た
と

え
ば
、
こ
の
小
説
で
も
、
作
者
は
、
カ
ス
ト
ル
プ
と
ジ
ョ
ー
ジ
ャ
夫
人
と

の
関
係
を
説
明
し
な
が
ら
、
「
関
係
と
い
う
言
葉
は
カ
ス
ト
ル
プ
が
使
つ
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た
言
葉
で
あ
っ
て
私
た
ち
は
そ
の
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
注
釈
し
て
い

る
u

(

同・

ω・
3
8
ま
た
、
先
に
述
べ
た
レ
コ
ー
ド
楽
曲
を
説
明
す
る

時
に
も
、
「
こ
ん
ど
も
フ
ラ
ン
ス
音
楽
で
、
や
は
り
軍
人
精
神
に
み
ち
た

曲
で
あ
っ
た
が
、
私
た
ち
が
選
ん
だ
曲
で
は
な
い
か
ら
、
私
た
ち
の
責
任

で
は
な
い
」
と
一
言
う
。
(
同

ω・唱
(
)
M
)

(
日
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
マ
イ
ヤ

l
の
ミ
ロ
問
団

N
-仲
間

同

宮

仏
R
開門
N

岱
-rzgHR、
及
び
、
関
泰
橋
・
望
月
市
恵
訳
「
魔
の
山
」
(
岩

波
文
庫
)
の
新
版
の
註
が
詳
し
い
。

(

リ

円

)

〈

m--
冨
4
2一
ω-M-a
岩
波
文
庫
「
魔
の
山
」
(
昭
和
ゴ
一
十
七
年
)

第
一
巻
六
頁
。

(
汚
)
岡

ω・
屯

(
げ
叩

)
M
H
ω
・
M品
∞
(
り
円
。
肘
ロ

g
z
rロロ
m
L
g
o
o
-
a
o
H
町同

5
2
ω
)

(
げ
)
マ
ン
が
「
魔
の
山
」
に
つ
い
て
の
講
演
の
中
で
、
こ
の
小
説
に
つ
い

て
の
他
人
の
評
言
を
そ
の
ま
ま
借
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
に
も
述
べ

た
。
そ
し
て
「
私
は
他
人
の
批
評
に
助
け
て
貰
い
た
い
と
思
う
。
と
い
う

の
も
、
作
者
自
身
が
、
彼
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
最
も
よ
く
知
っ
て
お

り
、
最
上
の
注
釈
者
だ
と
い
う
考
え
は
間
違
い
だ
か
ら
だ
。
:
・
作
者
は
、

他
の
人
達
に
よ
っ
て
、
彼
が
忘
れ
て
い
た
こ
と
、
或
い
は
あ
ま
り
は
っ
き
り

と
は
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
分

を
思
い
出
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
は
必
要
な
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の

が
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
指
摘
さ
れ
よ
う
。
凶

ω
-
m
E
人
間
の
文
化

全
体
に
対
す
る
後
期
の
人
間
マ

γ
の
信
頼
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
物
語
の

北
大
文
学
部
紀
要

精
神
」
参
照
。

(
同
)
出

ω
M
G明
(
己
目
。
開
口

z
z
r己ロ
m
L
g
u
c
E
C
H
司自同団

Em)

(ω)
マ
γ
は
、
「
選
ば
れ
し
人
」
に
つ
い
て
も
、
ジ
ョ
イ
ス
に
つ
い
て
の

感
想
と
同
じ
意
味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
「
『
選
ば
れ
し
人
』
は
い
か

な
る
意
味
に
お
い
て
も
晩
年
の
作
で
あ
る
。
作
者
の
年
齢
か
ら
い
っ
て
だ

け
で
な
く
、
士
口
い
も
の
、
長
い
伝
承
を
相
手
に
戯
れ
る
後
代
の
産
物
と
し

て
も
。
多
く
の
ト
ラ
ヴ
エ
ス
テ
ィ
が
混
っ
て
い
る
の
は
後
期
の
微
で
み
め

る
。
後
期
に
と
っ
て
は
、
文
化
と
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
は
同
質
概
念
で
あ
る
か

ら
。
運
命
愛
|
|
私
は
、
自
分
が
遅
く
来
た
も
の
、
最
後
の
人
で
あ
る
こ

と
に
逆
ら
お
う
と
は
思
わ
な
い
。
:
:
:
私
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
現
代
文

学
、
そ
の
最
高
の
も
の
が
、
別
れ
、
西
欧
の
神
話
の
一
瞬
の
想
起
、
最
後

の
喚
起
、
総
括
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
1

1
夜
の
帳
が
下
り

る
前
、
長
い
夜
と
深
い
忘
却
と
が
訪
れ
る
前
の
。
」
凶

ω
-
S
G
同・

(回

σ日
開
門
}
内
出
口
問
。
ロ

N
E

仏
。
自
問
。
自
由
ロ
ヨ
ロ
mw
同
開
門
司
釦
E
Z
R
)

ヘ
ラ

l
は
、
「
魔
の
山
」
は
小
説
を
書
く
こ
と
の
困
難
さ
を
象
徴
す
る
小

説
で
あ
る
、
と
一
言
っ
て
い
る
。
出
色
Z
♂

ω・
区
∞

(
初
)
ヘ
ラ

l
は
、
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ

l
フ
の
方
法
は
、
マ
ン
に
と
っ
て
、
最

初
か
ら
単
な
る
書
き
方
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
、
即
ち
、

一
種
の
形
而
上
的
な
信
仰
の
表
現
で
あ
っ
た
と
言
う
。
マ
ン
は
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
類
型
的
な
も
の
に
個
人
の
相
貌
を
印
し
、
宿
命
に
自
由
の
余
地

を
残
し
、
循
環
回
帰
す
る
生
と
、
意
義
と
目
的
へ
の
信
仰
と
を
和
解
さ
せ

よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
内
戸

o
p
ω
-
M
M
U

-169-



「
時
の
小
説
」

(
N
a向
。
自
由
口
)
と
し
て
の
「
魔
の
山
」

青
柳

(
幻
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
物
語
の
精
神
」
参
照
υ

「
ョ
オ
ゼ
フ
」
と

「
選
ば
れ
し
人
」
で
は
、
引
用
が
徹
底
し
て
行
わ
れ
て
い
る
ο

引
用
と
文

体
の
変
化
、
即
ち
パ
ロ
デ
ィ
ー
の
文
体
と
は
、
時
間
そ
の
も
の
に
小
説
の

中
で
諮
ら
せ
る
手
段
で
あ
る
と
、
イ
エ
ン
ス
は
ジ
ョ
イ
ス
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
。
一
F
ロ♂

ω・
M
U

(
間
以
)
た
と
え
ば
、
出
氏
自
由
ロ
玄

a
R
ω
・
MG∞
戸
出
。

-
-
R
ω
-
M
S
-

ω
-
E∞
柏
原
兵
三
「
〈
魔
の
山
〉
試
論
」
九
頁
以
下
。

(
お
)
出

ω
-
m
H
M
(開
E
B
rロ
ロ
聞
広
島
町
H
C
N
E
σ
R
σ
R開
会
)
マ

γ
は、

前
述
の
V

ヴ
ィ
ン
の
「
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
」
か
ら
、
「
ジ
ョ
イ
ス

の
小
説
の
主
題
は
中
産
階
級
の
解
体
で
あ
る
が
、
ジ
ョ
イ
ス
の
テ
ク
ニ
ッ

ク
は
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
限
界
を
越
え
て
い
る
。
『
或
る
芸
術
家
の
肖

像
』
も
『
フ
イ
ニ
ガ

γ
の
通
夜
』
も
、
厳
密
に
い
え
ば
小
説
で
は
な
い
。

そ
し
て
『
ユ
リ

γ
l
ズ
』
は
一
切
の
小
説
を
終
ら
せ
る
小
説
な
の
だ
」
と

い
う
言
葉
を
引
用
し
て
、
「
こ
れ
は
『
魔
の
山
』
や
『
フ
ア
ウ
ス
ト
博

士
』
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
小
説
ら
し
か

ら
ぬ
小
説
を
リ
ア
リ
ズ
ム
小
説
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
固
執
し
て
書
こ
う
と
す

る
と
こ
ろ
に
、
伝
統
主
義
に
立
つ
現
代
作
家
マ

γ
の
特
質
が
あ
る
。

(
M
)
同

ω・
U
M品

(
釘
)
出
・

ζ
q
o♂

ω・
M
M
吋
こ
の
手
法
が
、
「
フ
ア
ウ
ス
ト
博
土
」
で
更

に
大
規
模
に
、
モ

γ
タ

l
ジ
ュ
技
術
と
し
て
応
用
さ
れ
、
完
成
さ
れ
た
。

〈
巴
・
凶

ω
-
-
S
(同
)
目
。
肘
与
え

orロ
ロ
開
仏

g
u
o
E
C
H
H
1
m
g
E
ω
)

(
お
)
当

ω
-
-
m
m
(同
)
芯
開
ロ
g
s
r己ロ
m
ι
g
H
)
o
r
H
G
H
明
日
回
目
立
国
)

(
幻
)
同

ω
唱
同
.

(
お
)
マ

γ
は
、
ョ
オ
ゼ
フ
小
説
に
つ
い
て
の
講
演
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
夢
の
心
理
学
は
、
夢
を
惹
き
起
す
外
的
な
誘
因
、
た
と
え
ば
限

っ
て
い
る
人
が
聞
く
砲
声
が
、
因
果
関
係
を
さ
か
さ
ま
に
し
て
、
そ
の
砲

声
|
|
と
目
覚
め
ー
ー
ー
で
終
る
長
い
複
雑
な
夢
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
ら
れ

る
|
|
実
際
は
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
が
夢
の
動
機
づ
け
全
体
の
最
初
に
位
置

し
て
い
た
の
に
ー
ー
と
い
う
現
象
を
知
っ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う

に
、
小
説
の
ク
ロ
ノ
ロ
ギ
ー
か
ら
言
え
ば
、
一
九
一
四
年
の
戦
争
勃
発
の

需
鳴
は
小
説
「
魔
の
山
」
の
終
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
し
か
し
、

こ
の
雷
鳴
が
小
説
の
発
端
に
あ
っ
て
、
そ
の
一
切
の
夢
を
呼
び
起
し
た
の

で
あ
る
。
」
出
・

ω
-
a
u吋

(

m

包

囲

ω・
唱
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
問
。

CMMHHgロ
P
ω
.
H
a吋・

(
苅
)
困

ω・
唱

(
引
)
「
ヨ
オ
ゼ
フ
」
小
説
、
「
選
ば
れ
し
人
」
に
お
け
る
物
語
と
事
実
と

の
一
致
に
つ
い
て
は
、
「
物
語
の
精
神
」
参
照
。
ま
た
「
フ
ア
ウ
ス
ト
博

士
」
に
お
け
る
時
間
の
二
重
性
に
つ
い
て
は
「
フ
ア
ウ
ス
ト
博
士
の
成

立
」
凶

ω
.
-
m
u同
.
参
照
。

付
記

「
魔
の
山
」
か
ら
の
引
用
の
訳
文
に
つ
い
て
は
、
岩
波
文
庫
の
関
泰
祐
・

望
月
市
恵
両
先
生
の
織
訳
(
旧
訳
と
新
訳
と
の
両
方
)
を
参
照
し
た
が
、

こ
の
名
訳
を
越
え
る
訳
文
を
案
出
す
る
こ
と
は
難
か
し
く
、
結
局
、
一
部

を
、
拙
論
の
開
。
ロ
仲
良
一
昨
に
合
致
す
る
よ
う
に
改
め
る
だ
け
に
終
っ
た
こ

と
を
、
お
断
り
し
て
お
く
。
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