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ノ〈

と
し
て
の

「
晩
夏
」

ノ

フ

マ

横

井

展

一、

現

真

実

の

一
八
五
三
年
、
編
集
者
グ
ス
タ
フ
・
へ
ッ
ケ
ン
ア
ス
ト
か
ら
送
ら
れ
た
新
し
い
批
評
に
つ
い
て
の
感
怨
と
し
て
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
は
返

書
の
中
で
、
「
人
が
牛
を
描
く
と
、
そ
れ
は
馬
で
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
と
評
さ
れ
て
し
ま
う
」
と
嘆
い
て
い
る
。
（
一
八
五
三
年
二
月
五
日
、

（

1
）
 

ヘ
ッ
ケ
ン
ア
ス
ト

cggJ1
出
合
W
O
D
m
H
2

宛
書
簡
）

「
こ
ん
な
に
も
簡
単
な
こ
と
、
少
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
そ
う
思
え
る
こ
と
、
白
日
の
も
と
に
あ
る
こ
の
こ
と
を
、
他
の
人
々
は
見
る
こ

と
が
出
来
な
い
の
で
す
：
：
：
こ
の
批
評
家
は
、
私
の
作
品
の
中
に
は
法
外
の
自
然
（
Z
巳
ロ
ユ
片
｝
H
W
o
p
）
が
入
っ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
文
学

は
、
雲
散
霧
消
す
る
の
み
で
あ
る
、

と
言
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
彼
は
、
構
成
要
素
で
あ
る
内
容
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
は
『
真
に
現
実
の

も
の
（
円
。
巳
当
町
民
山
岳
）
』
に
す
ぎ
ず
、

（
馬
鹿
な
言
い
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
、
『
真
の
非
現
実
』
な
る
も
の
が
あ
る
と
で
も
言
う
の
で

し
よ
う
か
）
そ
れ
を
幻
想
で
覆
っ
た
だ
け
な
の
が
私
の
文
学
だ
と
一
一
一
口
う
の
で
す
、
そ
れ
は
矛
盾
し
て
い
ま
す
：
：
：
」
（
同
）

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
に
と
っ
て
現
実
と
は
、

ま
ず
自
然
そ
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
は
自
然
の
も
の
と
し
て
、
自
然
の
中
で
、
観
察
さ
れ
ね
ば

F

ム
‘
フ
工
、
、

＋
／
戸
U
v
d

ゃ
J

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

l
の
作
品
を
読
ん
で
作
家
の
こ
の
怠
凶
を
見
誤
ま
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
有
名
な
序
文
を
冠
し
た
短
編

円。



集
「
石
さ
ま
ざ
ま
（
切
口
口
百

ωzzo）
」
出
版
と
同
じ
年
に
書
か
れ
た
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
！
の
書
簡
か
ら
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
こ
の
文
学

観
を
い
よ
い
よ
い
わ
ば
自
分
の
鋼
領
と
し
つ
つ
あ
り
、
そ
こ
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
は
現
実
の
存
在
の
み
に
注
視
し
て
い
る

の
で
あ
り
、

た
と
え
そ
れ
が
真
に
現
実
の
も
の
に
す
ぎ
な
い

（
文
学
的
題
材
と
し
て
意
味
の
な
い
も
の
）
と
見
え
よ
う
と
も
、
そ
れ
の
み
を

取
り
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
「
白
日
の
も
と
に
あ
る
こ
の
も
の
」
を
人
は
見
え
て
い
な
い
か
ら
。
問
題
は
法
則
を
そ
の
中
に
見
う
る

か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
こ
の
法
則
は
、
も
し
作
品
の
中
に
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
な
ら
、

そ
れ
の
み
で
、
芸
術
作
品
を
成
立
さ
せ

得
る
も
の
で
あ
る
と
彼
は
い
う
。

「
こ
の
批
評
家
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
今
あ
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
意
識
的
に
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
完
全

に
完
結
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、

た
だ
し
内
的
に
完
結
（
b
q
Eロ
q
o
〉

σ
ω
E
C
E）
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
彼
に
と
っ
て
は
あ
る
い
は

完
結
と
は
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
、
外
的
な
枠
に
よ
る
そ
れ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
の
で
す
」
。
（
同
）

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
の
価
値
観
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
彼
が
自
然
の
法
則
性
に
最
大
の
偉
大
を
認
め
て
い
る
一
方
、
突
発
的
な
も

の
、
非
法
則
的
に
見
え
る
も
の
へ
の
驚
嘆
、
法
外
な
も
の
へ
の
傾
向
が
、
そ
の
作
品
の
随
所
に
み
ら
れ
る
事
を
ど
う
説
明
で
き
る
か
と
い
う

疑
問
だ
が
、
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
法
則
」
と
は
元
来
現
実
そ
の
も
の
の
中
に
は
潜
在
的
に
あ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
観
察
す

る
者
の
認
識
の
中
に
は
じ
め
て
顕
在
的
に
現
れ
る
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
小
説
家
が
「
真
の
現
実
」
を
材
料
と
し
な
が
ら

そ
れ
を
作
品
へ
ま
と
め
あ
げ
る
時
の
「
内
的
完
結
」
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

ま
た
法
則
は
、

い
か
に
普
遍
的
で
い
か
に
真
の
現
実
の
も
の
で

あ
ろ
う
と
、
常
に
観
察
者
に
よ
っ
て
い
わ
ば
新
た
に
発
見
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
偉
大
さ
を
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
芸
術
が
、
普
遍
的

の
も
の
を
描
き
な
が
ら
、
個
々
の
作
品
と
し
て
常
に
新
鮮
に
発
見
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
独
自
の
作
品
と
し
て
の
美
を
持
た
な
い
よ
う

に
。
現
実
は
無
限
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
偉
大
で
あ
る
。
そ
の
可
能
性
を
発
見
し
ま
た
発
見
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
人
間
の



視
点
も
、
偉
大
な
も
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
つ
ま
ら
ぬ
も
の
も
そ
れ
が
「
真
の
現
実
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
驚
異
へ
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
抑
制
的
な
面
と
法
外
な
面
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
全
て
の
「
真
の
現

実
」
が
内
包
し
て
い
る
宇
宙
的
法
則
性
へ
の
畏
敬
の
念
が
彼
の
抑
制
的
思
想
の
本
質
で
あ
り
、

し
か
し
そ
れ
ら
を
あ
く
ま
で
発
見
と
し
て
、

驚
異
と
し
て
見
ょ
う
と
い
う
意
志
に
お
い
て
、
彼
の
精
神
の
法
外
さ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
の
求
め
て
い
た
書
物
が
「
真
に
現
実
の
も
の
」
の
み
で
構
成
さ
れ
た
そ
れ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
「
晩
夏
（
U
R
Z
R
F’

8
5
5
2）
」
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
書
物
で
あ
る
。
こ
の
極
度
に
筋
書
き
の
乏
し
い
小
説
の
中
で
た
と
え
ば
家
具
が
描
か
れ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
物
語
世
界
と
は
関
係
な
く
実
在
す
る
家
具
そ
れ
自
体
と
し
て
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
人
が
眠
る
こ
と
も
、
食
べ
る
こ
と
も
、
筋
書
き

博
物
誌
と
し
て
も
正
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
書
物
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
博
物
誌
は
ひ
と
つ

-133ー

が
そ
れ
を
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
の
意
味
で
読
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
小
説
で
あ
る
と
同
時
に

の
メ

l
ル
ヒ
ェ
ン
で
も
あ
る
。
「
ぱ
ら
の
家
」
と
い
う
世
界
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
現
実
を
メ

l
ル
ヒ
ェ
ン
と
し
て
見
る
可
能
性
が
ひ
ら
け

る
の
で
あ
る
。

「
奇
妙
な
こ
と
で
す
が
、
あ
な
た
の
領
地
を
出
て
都
会
へ
帰
り
、
そ
の
営
み
の
中
へ
入
る
と
、
こ
こ
で
の
あ
な
た
の
存
在
は
ま
る
で
メ

l

ル
ヒ
ェ
ン
か
何
か
の
よ
う
に
思
え
た
の
で
し
た

D

そ
し
て
今
ま
た
こ
こ
へ
来
て
、
こ
の
静
け
さ
を

H
の
前
に
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
物
が
ま
た

私
に
と
っ
て
現
実
と
な
り
、
部
会
の
生
活
が
メ
i
ル
ヒ
ェ
ン
の
よ
う
に
思
え
て
く
る
の
で
す
。
大
き
な
も
の
が
小
さ
く
、
小
さ
な
も
の
が
大

（

2
）
 

き
く
な
る
の
で
す
」

現
実
で
し
か
な
い
も
の
が
メ

l
ル
ヒ
ェ
ン
と
し
て
見
え
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
視
点
の
転
換
の
可
能
性
が
導
入
さ
れ
た
時
は
じ
め
て
、

そ



う
い
う
事
が
起
こ
る
。
そ
の
可
能
性
が
、
。
ハ

i
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

（
遠
近
法
）

で
あ
る
。
大
き
い
、
小
さ
い
と
は
、
近
い
、
速
い
、

と
い
う
事

に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ホ
フ
マ
ン
や
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
文
学
か
ら
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
学
ん
だ
文
学
的
原
理
は
、
こ
の
視
点
の
転
換
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

ホ

フ
マ
ン
の
「
現
代
の
メ

l
ル
ヒ
ェ
ン
」
で
あ
る
「
黄
金
の
壷
」
の
主
人
公
に
と
っ
て
は
、
書
類
の
筆
写
な
ど
と
い
う
余
り
に
現
実
的
な
仕

事
も
、

ゼ
ル
ベ
ン
テ
ィ

l
ナ
の
世
界
へ
の
入
場
の
た
め
の
神
聖
な
試
練
足
り
得
た
の
で
あ
る
。
視
点
の
遷
移
に
よ
っ
て
現
実
は
多
様
な
相
貌

を
想
像
力
に
一
不
し
得
る
の
だ
が
、

そ
れ
を
恋
意
的
な
表
象
の
遊
び
で
は
な
く
て
、
現
実
そ
の
も
の
の
内
包
す
る
可
能
性
と
し
て
捉
え
る
と
こ

ろ
に
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

l
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
第
一
の
媒
体
が
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

I
に
と
っ
て
は
自
然
科
学
な
の
で
あ
っ
た
。

ニL

ー
ト
ン
以
来
の
「
原
理
」
は
、
現
実
の
自
然
の
背
後
に
も
う
ひ
と
つ
の
、
抽
象
と
し
て
の
白
然
の
可
能
性
を
ひ
ら
い
て
い
た
か
ら
、

シ
ュ
一
ア

A

－
 

q
d
 

ィ
フ
タ

l
に
と
っ
て
は
、
も
は
や
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
や
ホ
フ
マ
ン
の
よ
う
な
夢
怨
と
現
実
と
の
対
比
の
中
に
で
は
な
く
、

い
わ
ば
科
学
と
い

う
新
し
い
魔
術
に
よ
っ
て
、
自
然
そ
の
も
の
の
中
に
解
釈
可
能
性
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
充
填
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
の
源
泉
足
り
得

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

i
が
如
何
に
自
然
科
学
か
ら
ポ
エ
ジ
ー
を
引
き
出
し
た
か
、

一
例
は
「
水
晶
（
回

q
m｝

Q
E
ω
＝
）
し
で
あ
る
。
幼
い
兄
妹
が

迷
い
込
む
山
道
は
、
二
つ
の
村
の
問
の
単
な
る
狭
い
距
離
空
間
で
は
な
い
。
二
人
は
同
時
に
「
高
さ
」
を
旅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
野
か

ら
縦
の
林
、
荒
地
、
右
右
の
地
帯
を
経
て
氷
と
万
年
雪
の
領
域
に
至
る
、
標
高
の
旅
な
の
で
あ
る
。
氷
河
を
前
に
し
た
子
供
が
「
こ
れ
は
水

（

3
）
 

で
で
き
た
氷
じ
ゃ
な
い
、
最
初
か
ら
こ
う
し
て
で
き
て
い
た
ん
だ
」
と
い
う
時
、
こ
の
氷
の
世
界
は
、
我
々
の
水
の
吐
界
と
同
じ
元
素
に
よ

っ
て
成
り
立
ち
な
が
ら
そ
の
姿
を
異
に
す
る
、
別
の
領
域
と
し
て
拙
か
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
着
想
は
、
当
時
の
自
然
研
究
の
成

果
に
こ
の
作
家
が
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
可
能
な
の
で
あ
る
。
特
に
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
大
き
な
感
化
を
受
け
て
い
た
ア



レ
ク
サ
ン
ダ

1
・
フ
ォ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
（
〉
－

0
5・ロ巳
R
4
0ロ
Z
Z
E
t
o
E円
）
の
所
謂
第
ゴ
一
次
元
の
法
則
（
特
に
植
生
の
分
布
に
つ
い
て
、

標
高
の
変
化
を
緯
度
変
化
と
同
列
に
置
く
べ
き
地
球
上
の
白
然
の
基
軸
で
あ
る
と
し
た
）

と
南
米
の
火
山
の
詳
制
な
研
究
に
よ
っ
て
高
さ
の

旅
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
コ
ス
モ
ス
の
旅
と
し
て
、
新
た
に
解
釈
し
得
る
可
能
性
が
ひ
ら
け
て
い
た
。

ブ
ン
ボ
ル
ト
に
と
っ
て
と
同
じ
く
、

ュ
テ
ィ
フ
タ
l
に
と
っ
て
自
然
科
学
は
コ
ス
モ
ス
へ
至
る
道
と
し
て
、
思
想
の
糧
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
後
年
の
作
品
「
晩
夏
（
ロ

2

Z
R
F
8
5
5
2）
や
「
キ
ル
ヒ
シ
ュ
ラ

i
グ
か
ら
の
冬
の
便
り
（
当

E
Z号
ユ
え

o
m
H
5
5
R
Z♀
E
m）
」
に
よ
っ
て
、

シ
ュ
テ
ィ
ブ
タ
l

の
自
然
に
つ
い
て
の
思
想
が
い
か
に
時
か
で
包
括
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

小
説
家
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
を
デ
ビ
ュ
ー
さ
せ
た
も
の
は
、
白
然
科
学
が
与
え
た
よ
う
な
、
こ
の
新
し
い
限
の
あ
り
方
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
、
処
女
作
「
コ
ン
ド
ル
（
ロ

2
ゎ。

E
2）
」
は
、

ま
さ
に
限
の
メ
タ
フ
ァ
l
た
る
「
窓
」
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
気
球

（

5
）
 

コ
ン
ド
ル
か
ら
眺
め
た
空
や
地
表
が
、
も
は
や
従
来
の
親
し
い
物
た
ち
で
は
な
く
て
、
見
慣
れ
ぬ
「
怪
物
」
と
化
す
の
も
、
そ
れ
と
同
じ
新

（

6
）
 

し
い
限
に
よ
る
「
こ
の
枇
の
魔
法
」
な
の
で
あ
る
。
作
家
は
、
一
一
刈
球
の
ナ
以
上
に
現
れ
た
白
山
村
一
の

M
Z
（
彼
は
こ
の
現
象
に
つ
い
て
わ
ざ
わ
ざ

科
学
上
の
註
を
付
け
て
い
る
）
の
光
の
中
に
浮
か
ん
だ
像
を
ま
る
で
「
幻
燈
（
ラ
テ
ル
ナ
・
マ
ギ
カ
ど
の
よ
う
だ
と
表
現
し
て
い
る
が
、

オ
デ
マ
イ
ウ

ラ
テ
ル
ナ
・
マ
ギ
カ
、
パ
ノ
ラ
マ
、
写
真
と
い
っ
た
、
新
た
な
光
学
の
可
能
性
の
時
代
に
生
き
て
い
た
作
家
の
ひ
と
り
が
、
こ
の

ま
さ
に
、

シ
ュ
テ
ィ
ブ
タ
ー
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

科
学
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
た
こ
の
新
し
い
世
界
は
、

そ
れ
で
は
現
実
を
完
全
に
包
括
し
得
る
の
か
口

ユ
八
四
八
年
七
月
八
日
の
日
蝕

（g
o
ω
。ロロめロ
D
ロ
ω百
円
巳
ω
何
回
目
∞
・
し
『
己
一
戸
∞
h
H
N

）
」
で
は
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
は
ま
ず
日
蝕
現
象
の
物
理
的
な
解
明
か
ら
説
き
始
め
て
、

蝕
が
天
と
地
に
加
え
て
ゆ
く
刻
々
の
変
化
を
ま
さ
に
白
然
観
察
者
の
正
確
さ
で
報
告
し
て
い
る
が
、

し
か
し
、
原
因
は
明
ら
か
だ
し
現
象
の

時
分
も
正
確
に
予
合
し
得
る
こ
の
日
蝕
は
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
、
観
察
者
に
大
い
な
る
畏
怖
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
と
い
う
。
む
し
ろ 、／日



料
学
的
合
理
的
な
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
そ
の
事
に
よ
っ
て
、
現
象
の
持
つ
圧
倒
的
な
驚
異
は
、
強
調
さ
れ
得
る
。

し
か
し
こ
れ

は
法
則
性
の
否
定
で
は
な
い
。

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

l
に
と
っ
て
非
法
則
的
な
自
然
は
あ
り
得
な
い
。
現
実
は
、

た
と
え
人
間
に
と
っ
て
は
ま
だ

理
解
不
能
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
徹
頭
徹
尾
い
わ
ば
理
性
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
日
蝕
現
象
が
与
え
た
畏
敬
の

念
と
は
、

い
ま
だ
に
人
間
の
理
性
に
は
達
し
て
い
な
い
自
然
の
理
性
の
潜
在
的
な
巨
大
さ
に
対
す
る
畏
敬
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
は

具
体
的
に
は
光
と
い
う
も
の
の
驚
異
で
あ
る
。
日
蝕
と
い
う
、
我
々
に
と
っ
て
日
常
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
現
象
の
も
た
ら
し
た
視
点
の
転
換

に
よ
っ
て
、
最
も
あ
り
ふ
れ
た
物
で
あ
る
光
が
、
普
段
は
隠
し
て
い
た
自
ら
の
巨
大
な
意
味
の
一
端
を
、
人
間
に
対
し
て
示
し
た
の
で
あ

る
。
日
蝕
現
象
の
一
時
性
は
、
法
則
か
ら
の
逸
脱
で
は
な
く
、
視
点
の
転
換
へ
の
契
機
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
て
現
実
は
、

そ
の
核
心
に
驚
異
を
秘
め
た
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
そ
の
端
的
な
現
れ
は
、
極
大
と
極
小
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い

に
U

て、

つ
ま
り
我
々
の
視
点
、
パ
l
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
の
限
界
点
に
お
い
て
の
現
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
殆
ん
ど
神
秘
、
謎
と
言
う
べ
き

も
の
で
あ
る
。

「
最
も
小
さ
な
砂
粒
さ
え
、
そ
れ
は
我
々
に
は
窮
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
驚
異
で
あ
る
。
こ
こ
に
砂
粒
が
あ
る
。
そ
れ
は
幾
つ
か
の
部
分

に
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
や
は
り
砂
粒
で
あ
っ
て
、

さ
ら
に
同
じ
よ
う
に
分
割
で
き
る
。
こ
の
連
鎖
は
ど
こ
ま
で
続
く
の

か
。
そ
れ
は
我
々
下
界
の
存
在
に
と
っ
て
は
、
水
遠
の
謎
で
あ
り
続
け
る
。
：
：
：
そ
し
て
ま
た
、
我
々
の
大
地
と
同
じ
よ
う
に
、
別
の
大
地
と

し
て
、
怖
ろ
し
い
大
空
間
に
浮
か
ん
で
い
る
惑
星
が
あ
る
：
：
：
そ
の
彼
方
に
は
や
は
り
惑
星
が
あ
り
：
：
：
物
質
に
満
た
さ
れ
た
空
間
は
先
へ

（

8
）
 

先
へ
と
拡
が
っ
て
ゆ
く
。
我
々
は
そ
の
全
体
を
世
界
と
呼
び
、
最
大
の
驚
異
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」

こ
と
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
事
を
書
き
記
す
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
は
、

や
は
り
一
種
の
極
限
に
取
り
つ
か
れ
た
作
家
で
あ
る
と
一
一
日
っ
て
よ
い
。

彼
の
文
学
に
お
け
る
現
実
へ
の
執
着
さ
え
彼
の
こ
の
法
外
な
も
の
へ
の
傾
r
川
の
現
れ
で
あ
る
。
小
説
「
子
孫
（
巴
o
Z
R
7
5
5
5
8
ω
与
え
・



Z
ロ
）
」
の
主
人
公
の
風
景
両
家
の
よ
う
に
｜
「
私
は
：
：
：
い
つ
も
真
の
現
実
（
E
O
三
品

r
z
司王内－
E
長
包
門
）
を
求
め
て
い
た
：
：
：
余
り

に
現
実
的
に
現
実
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
大
き
な
誤
り
だ
と
人
は
言
う
：
：
：
そ
れ
を
言
う
の
は
、
真
の
現
実
を
表
現
す
る
こ
と
の
で
き

ぬ
人
々
だ
：
：
：
神
は
何
故
、
現
実
を
こ
ん
な
に
現
実
的
に
、
全
く
彼
の
造
っ
た
芸
術
の
中
で
も
最
も
現
実
的
に
造
っ
た
の
だ
？
：
：
：
現
実
を

た
だ
そ
れ
の
あ
る
が
ま
ま
に
現
実
た
ら
し
め
、
も
と
か
ら
こ
の
中
に
あ
る
高
揚
を
改
、
さ
ん
す
る
な
、
そ
う
す
れ
ば
君
達
の
考
え
る
よ
り
は
る

（

9
）
 

か
に
素
晴
ら
し
い
作
品
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
」
。
彼
に
と
っ
て
「
真
の
現
実
」
と
は
ひ
と
つ
の
強
迫
観
念
で
も
あ
る
。

こ
の
画
家
を
本
来
不
可
能
な
試
み
ー
ー
ー
例
え
ば
ダ
ッ
ハ
シ
ュ
タ
イ
ン
山
を
ダ
ッ
ハ
シ
ュ
タ
イ
ン
そ
の
ま
ま
に
画
布
に
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る

こ
と
｜
｜

i

か
ら
救
済
す
る
も
の
は
何
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
ズ
ザ
ン
ナ
と
の
愛
、

つ
ま
り
外
界
へ
の
執
着
か
ら
内
．
白
的
な
も
の
、
間
人
間
的

な
も
の
へ
の
転
回
で
あ
っ
た
。
「
晩
夏
」
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ド
ウ

l
レ
ン
ド
ル
フ
も
、
こ
の
画
家
と
同
じ
経
緯
を
た
ど
る
の
だ
が
、
こ
の
変

へ
の
変
化
と
し
て
、

そ
し
て
科
学
か
ら
芸
術
の
領
域
へ
の
移
行
と
し
て
、
そ
れ
は
現
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
i
は
最
後
の

ウ
’

化
は
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
自
然
探
求
の
上
で
は
ど
の
よ
う
な
現
れ
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
素
描
（
N
立の

7
5ロ
）
か
ら
絵
画
（
ヨ
巳

g）

視
点
の
転
換
を
試
み
る
。
こ
こ
で
視
点
は
、

み
ず
か
ら
を
、
視
点
白
体
を
見
つ
め
る
こ
と
に
な
る
。

「
そ
し
て
私
は
『
絵
を
描
く
』
と
い
う
こ
と
に
立
ち
至
っ
た
。
山
々
は
魅
力
に
満
ち
て
、

ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
私
の
前
に
あ
っ
た
。
そ

れ
は
私
が
か
つ
て
見
た
こ
と
の
な
い
物
で
あ
っ
た
。
私
の
研
究
に
お
い
て
そ
れ
ら
は
い
つ
も
部
分
部
分
で
し
か
な
か
っ
た
。
：
：
：
（
山
々
は
）

以
前
は
単
な
る
対
象
物
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ま
や
像
（

E
5
2）
で
あ
っ
た
。
そ
の
像
の
中
に
人
は
没
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
何

故
な
ら
そ
れ
は
深
さ
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」

そ
し
て
彼
は
、
こ
の
「
奥
ゆ
き
の
中
に
あ
る
も
の
、
空
間
の
中
に
漂
っ
て
い
る
も
の
、
天
空
か
ら
み
ず
か
ら
を
き
わ
出
た
せ
て
い
る
も
の

（日）

ら
を
含
ん
で
い
る
、
こ
の
眺
め
（
巴
片
片
）
の
全
体
」
を
描
こ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
に
と
っ
て
、
い
わ
ば
ひ
と
つ



の
「
真
の
現
実
」
が
拾
て
去
ら
れ
、
代
わ
り
に
も
う
ひ
と
つ
の
「
点
の
現
実
」

へ
の
持
近
が
始
ま
っ
て
い
る
。
つ
占
Ha

戸
の
現
実
」
の
表
現
と
は
、

見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
の
間
に
あ
一
っ
て
そ
れ
ら
を
統
一
す
る
も
の
、
「
眺
め
」
自
体
を
形
づ
く
る
も
の
、

つ
ま
り
パ
l
ス
ベ
グ
テ
ィ
ヴ

の
深
さ
そ
の
も
の
の
夫
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
の
描
く
物
は
、
（
対
象
」
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く

て
、
「
眺
め
」

つ
ま
り
限
の
内
部
に
移
し
変
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
、
人
間
に
と
っ
て
空
間
が
、
速
い
も
の
、
近
い
も
の
と
し
て
、
立
体
と

し
て
現
れ
る
そ
の
原
理
そ
の
も
の
、
空
間
概
念
そ
の
も
の
が
、
点
に
拙
か
れ
る
べ
き
対
象
と
し
て
選
ば
れ
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
晩

夏
」
に
お
い
て
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
！
の
注
し
た
こ
の
新
し
い
段
階
を
、
外
界
か
ら
内
界
へ
の
極
端
な
移
行
と
は
、

し
か
し
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
は
初
期
の
小
説
「
野
の
花
（
己
芯
司
巳
己
Z
Z
5
2
M）」

と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
深
淵
」
に
つ
い
て
品
っ
て
い
た
が
、
「
晩
一
史
」
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
科
学
と
並
び
立
つ
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
へ
の

の
中
で
す
で
に
「
天
空
と
い
う
深
淵
と
精
神

現
実
は
人
間
の
意
識
に
と
っ
て
あ
る
特
定
の
、

し
か
も
必
然
的
な
現
れ
方
を
す
る
、
こ
の
現
れ
方
に
つ
い
て
客
観
的
に
な
る
こ
と
は
で
き

-138ー

ア
プ
ロ
ー
チ
、

つ
ま
り
去
術
の
発
見
と
い
う
事
が
主
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
真
の
人
間
性
の
発
見
と
い
う
事
に
等
し
い
。

な
い
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
我
々
の
最
も
根
本
的
な
習
い
性
で
あ
っ
て
、
こ
の
領
分
以
外
の
認
識
に
踏
み
入
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
。
と
は

い与え、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
よ
う
に
白
己
の
「
眺
め
」
の
全
体
像
を
描
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
の
い
わ
ば
語
り
得
な
い
も
の
が
、
表
現
さ
れ
る

1
1
1
と
一
一
一
一
口
う
よ
り
少
く
と
も
暗
示
さ
れ
予
感
さ
れ
る
こ
と
が
、

で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
人
間
に
と
っ
て
最
も
人
間
的
な
も
の
の
根
底

を
予
感
さ
せ
得
る
よ
う
な
何
ら
か
の
達
成
を
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
は
五
術
と
呼
び
、

そ
の
予
感
が
見
る
者
に
伝
わ
る
事
を
美
と
呼
ぶ
の
で
あ

る
。
そ
し
て
芸
術
の
、
美
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
そ
の
全
体
性
で
あ
る
。
ぱ
ら
の
家
の
お
ど
り
場
に
立
つ
ナ
ウ
ジ
カ
ア
像
に
つ
い
て
、

リ
ザ

l

ハ
は
語
る
口

「
あ
な
た
が
あ
る
特
徴
に
お
い
て
こ
の
美
を
捉
え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
見
つ
け
得
な
い
で
し
ょ
う
：
：
：
そ
れ
が
最
も
美
し
い
と
言
え



る
よ
う
な
、
ど
の
個
別
の
部
分
も
ま
た
個
別
の
意
凶
も
一
不
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
そ
れ
が
最
高
の
芸
術
の
本
質
な
の
で
す
。
そ
れ
は
た
だ
全

（臼）

体
と
し
て
美
し
い
の
で
す
」

何
故
芸
術
は
、
全
体
と
し
て
現
れ
得
る
の
か
。
そ
れ
は
、
人
間
の
本
質
の
表
現
で
あ
り
、
部
分
部
分
を
つ
な
ぐ
紐
帯
そ
の
も
の
の
表
現
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
人
間
に
と
っ
て
の
本
質
的
な
何
物
か
は
、
自
然
科
学
的
認
識
の
極
限
に
あ
っ
た
あ
の
謎
の
よ
う
な
も
の
と
多
分

つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ハ
イ
ン
リ
ヒ
は
あ
く
ま
で
自
然
研
究
家
に
と
ど
ま
る
の
だ
が
、
科
学
は
少
し
づ
っ
現
実
を
顕
在
化
し

て
ゆ
く
作
業
だ
か
ら
常
に
中
途
の
も
の
で
あ
り
、
真
の
全
体
性
に
は
達
し
な
い
か
ら
、
部
分
部
分
の
集
積
に
け
ん
じ
や
す
い
。
そ
こ
で
、
全

体
性
が
美
と
い
う
形
で
い
わ
ば
一
気
に
顕
現
す
る
こ
の
「
芸
術
」
は
、
科
学
精
神
の
基
底
に
欠
か
す
べ
か
ら
ざ
る
道
徳
を
形
づ
く
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

「晩一史」

の
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

l
は
、
芸
術
の
領
域
に
注
し
て
、
「
眺
め
」
の
も
つ
立
体
的
な
も
の
、
空
間
的
な
も
の
、
遠
近
法
的
な
も
の
そ

ハ可
U

の
も
の
に
、
統
括
的
な
認
議
の
可
能
性
を
採
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
小
説
自
体
い
か
に
多
く
の
「
眺
町
三
を
え
が
い
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

今
、
こ
の
遠
近
法
的
な
も
の
を
、
パ
ノ
ラ
マ
的
な
も
の
と
言
い
換
え
る
こ
と
に
し
た
い
、
何
故
な
ら
パ
ノ
ラ
マ
と
は
、
外
界
の
、
現
実
の

模
形
、

そ
れ
も
遠
近
感
・
空
間
的
な
も
の
を
最
も
本
質
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
再
現
し
た
、
「
眺
望
」
と
し
て
の
外
界
の
像
の
怠
味
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
！
の
文
学
は
ま
さ
に
八
ノ
ラ
マ
の
文
学
と
一
三
日
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。

一一司、

ノ

ブ

fミf

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
！
の
小
説
の
中
で
、
人
物
の
前
に
立
ち
現
れ
る
外
界
が
一
一
仰
の
パ
ノ
ラ
マ
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
時
、

い
つ
で
も
そ
こ



に
、
何
か
極
め
て
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
的
な
も
の
が
現
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
文
学
的
設
定
と
し
て
の
そ
れ
は
、
例
え
ば
カ
ス
パ

ー
ル
・
ダ
ヴ
イ
ッ
ド
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
好
ん
だ
あ
る
絵
画
主
題
を
思
い
出
さ
せ
る
。
人
物
が
見
晴
ら
し
の
利
く
高
所
に
立
っ
て
い
る
。
そ

の
以
前
に
は
巨
大
な
空
間
が
ひ
ら
け
て
い
る
。
眼
下
に
は
雲
が
た
な
び
い
て
下
界
へ
の
天
蓋
を
成
し
て
拡
が
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
山
脈
に

取
り
閉
ま
れ
た
静
ま
っ
た
谷
の
田
園
が
見
下
ろ
さ
れ
て
い
る
。

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
描
く
パ
ノ
ラ
マ
に
は
、

か
つ
て
の
ブ
リ
ュ

l
ゲ
ル
が
削
造

し
た
よ
う
な
、
あ
た
か
も
宇
宙
の
中
を
運
行
す
る
地
球
の
鳴
動
が
風
景
の
奥
か
ら
反
響
し
て
来
る
よ
う
な
、
あ
の
神
的
な
大
構
図
を
も
は
や

望
む
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
彼
の
時
代
精
神
が
パ
ノ
ラ
マ
の
中
に
導
入
し
た
も
の
は
、
両
面
の
中
央
に
配
置
さ
れ
た
、
風
景
を

眺
め
る
「
人
物
」
で
あ
る
。
こ
の
種
の
フ
リ
！
ド
リ
ヒ
の
絵
酬
を
観
る
者
は
、

い
わ
ば
画
布
に
背
中
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
人
物
の
頭
を
通
過

し
て
遠
景
を
見
る
の
で
、

ひ
と
つ
の
絵
画
構
成
の
中
に
ふ
た
つ
の
パ
l
ス
ベ
ク
テ
ィ
ヴ
が
同
時
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
実
際
に
描

れ
た
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
背
を
向
け
た
人
物
の
両
耳
の
間
に
隠
さ
れ
、
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

l
が
同
じ
よ
う
に
好

-140-

ん
で
高
所
か
ら
の
バ
ノ
ラ
マ
を
小
説
の
中
に
描
き
、

し
か
も
眺
望
の
観
察
者
の
心
理
に
あ
る
立
義
を
持
た
せ
る
時
、
こ
の
よ
う
な
小
説
の
中

も

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
絵
耐
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
な
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
ま
ず
疑
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

、ン

ュ
テ
ィ
フ
タ

l
的
な
こ
の
よ
う
な
風
足
を
よ
り
特
徴
的
な
形
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
、
見
晴
ら
し
の
中
心
に
立
つ
人
物
の
側
ら
に
、
も
う

ひ
と
り
の
人
物
が
寄
り
添
っ
て
い
る
事
に
、
気
付
く
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、

ひ
と
り
は
年
若
く
、

ひ
と
り
は
老
人
で
あ
る
。
老
人
は
限

前
に
ひ
ろ
が
る
パ
ノ
ラ
マ
の
い
ろ
い
ろ
の
地
点
を
指
さ
し
て
若
者
の
注
怠
を
喚
起
し
た
り
、

そ
の
名
を
教
え
た
り
し
て
い
る
、
若
者
は
、
老

人
の
指
し
示
す
彼
方
に
ひ
ら
け
る
新
し
い
知
識
を
吸
収
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
人
間
の
パ
ノ
ラ
マ
を
介
在
さ
せ
た
奇
妙
な
コ
ミ

ュ
ニ
ケ

l
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
、
最
も
特
徴
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
植
の
パ
ノ
ラ
マ
の
民
刑
と
言
え
る
も
の
は
、

一
ー
み
か
げ
一
わ

C
E
Eど
に
あ
り
、

ま
た
「
水
品
」
「
凶
日
組
父
の
遺
稿
。
古

～rべ｛

mw℃
℃

mM
5
2
z
m江
口
円
相
守
0
．山ぐ

mzqm己
「
晩
7H
究
」
な
、
ど
に
、
こ
の
モ
テ
ィ

l
フ



は
姿
を
変
え
な
が
ら
、
繰
り
返
し
現
れ
る
の
で
あ
る
。
何
故
彼
は
そ
の
よ
う
に
執
劫
に
ハ
ノ
ラ
マ
を
描
く
の
か
。

イ
ル
ム
シ
ャ

l
は
、
「
ア
ダ
ル
ベ
ル
ト
・
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

I
l
l
l
現
実
体
験
と
対
象
的
描
写
」
中
で
、
「
み
か
げ
行
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う

（
刊
は
）

な
パ
ノ
ラ
マ
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
「
み
か
げ
石
」
の
当
該
の
場
面
に
は
重
要
な
前
史
が
あ
っ
て
、
家
の
前
の
石
の
ベ
ン
チ
に
腰
掛
け

（
こ
の
部
分
は
作
者
自
身
の
回
想
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
）
は
、
車
輸
に
塗
る
た
め
の
タ
l
ル
の
行
商
人
の

悪
戯
か
ら
、
両
足
を
タ
！
ル
で
真
黒
に
汚
し
た
ま
ま
で
「
母
に
そ
れ
を
見
せ
よ
う
と
し
て
」
家
の
中
へ
入
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
母
親
か
ら
切

諌
を
受
け
る
。
「
こ
の
怖
ろ
し
い
な
り
ゆ
き
に
：
：
：
打
ち
の
め
さ
れ
た
よ
う
な
」
少
年
の
足
を
洗
っ
て
、
隣
り
村
ま
で
の
散
歩
に
連
れ
出
し

て
い
た
少
年
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l

た
祖
父
と
の
聞
に
、
そ
の
パ
ノ
ラ
マ
を
介
在
し
た
対
話
は
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

イ
ル
ム
シ
ャ

l
は
、
こ
の
精
神
的
な
「
痛
み
」
の
体
験

と
、
そ
の
直
後
に
開
示
さ
れ
る
パ
ノ
ラ
マ
と
の
内
的
関
連
に
注
目
す
る
。
ま
た
彼
は
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
の
遺
稿
断
片
を
同
時
に
引
用
し
て

極
く
幼
い
頃
の
回
想
を
つ
づ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
個
人
の
生
に
お
け
る
最
も
古
い

（
少
く
と
も
主
観
的
意
味
で
の
）
印
象
に
つ
い
て
の

S
4
 

い
る
の
だ
が
、
こ
の
断
片
は
、
時
に
「
私
の
生
」
と
屈
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
作
家
最
晩
年
の
も
の
で
、
内
容
は
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
自
身
の

記
録
と
し
て
、

一
種
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
幼
年
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
の
最
初
の
印
象
は
、
「
空
っ
ぽ
の
無
の
中
に
あ
る
歓
喜
の
の
よ
う
な

（

げ

）

と
い
う
こ
と
：
：
：
」
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
母
の
イ
メ

l

も
の
：
：
：
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
：
：
：
光
輝
で
あ
り
、
騒
擾
で
あ
り
、
下
に
あ
る
、

ジ
が
現
れ
、
「
：
：
：
い
つ
か
こ
の
腕
が
私
を
抱
い
て
い
る
の
を
感
じ
た
。
私
の
中
に
暗
い
し
み

E
R
r
o
が
あ
っ
た
、
後
の
副
想
は
、

そ
れ

ら
が
実
は
、
私
の
外
に
あ
る
森
な
の
だ
、

と
い
う
事
を
教
え
た
：
：
：
」
と
い
う
。
「
森
も
、

母
も
、
限
も
、
戸
も
、
腕
も
、
た
だ
私
の
中
に
あ

る
感
覚
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
事
を
憶
え
て
い
る
、

と
こ
の
人
聞
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
一
：
：
：
私
の
生
の
最
初
の
感
覚
の
中

に
す
で
に
、

た
い
て
い
は
ず
っ
と
後
に
な
っ
て
や
っ
と
、
難
儀
の
末
に
表
象
力
に
達
す
る
も
の
、
何
か
外
的
な
も
の
、
空
間
的
な
も
の
｜
｜

「
下
」
と
い
う
感
覚
ー
ー
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
」
と
も
彼
は
言
う
。



決
定
的
な
事
件
が
起
こ
る
の
は
、

し
か
し
こ
の
後
で
あ
る
。
少
年
は
あ
る
日
、
千
で
も
っ
て
窓
カ
ラ
ス
を
訓
っ
て
し
ま
う
の
だ
が
、

サ
て
の

時
、
血
の
流
れ
る
子
の
痛
み
と
と
も
に
、
あ
る
「
像
（
回
目
E
）
」
が
、

一
気
に
「
あ
た
か
も
陶
加
の
上
に
至
純
の
色
彩
で
描
か
れ
た
よ
う
に
、

は
っ
き
り
と
私
の
前
に
あ
る
の
が
」
見
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
母
に
向
か
っ
て
、
こ
の
見
た
も
の
を
報
告
す
る
、
「
あ
そ
こ
に
麦
が

一
本
生
え
て
い
ま
す
」
と
。

し
か
し
彼
は
こ
の
時
大
き
な
幻
滅
を
体
験
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
窓
を
訓
っ
た
よ
う
な
子
と
は
誰
も
話
を
し
な

い
」
か
ら
で
あ
る
。
子
供
に
は
「
そ
の
辿
関
が
わ
か
ら
な
い
、

た
だ
何
か
怖
ろ
し
く
巨
大
な
物
が
白
分
の
魂
の
上
に
の
っ
て
い
た
の
を
」
惚

え
て
い
る
ば
か
り
で
あ
る
。

イ
ル
ム
シ
ャ

l
は

（
凶
）

こ
の
川
れ
た
窓
の
r
川
こ
う
に
聞
け
た
世
界
を
「
全
く
新
し
い
、
質
的
に
異
な
る
認
識
段
階
」
で
あ
る
と
言
う
。
そ
し

て
こ
こ
に
達
す
る
の
に
、
痛
み
の
体
験
（
子
の
怪
我
と
母
と
の
疎
隔
）
が
契
機
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

そ
の
関
連
で
「
み
か
げ
訂
」
の

A
叫

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
、

ほ
の
切
諌
と
そ
れ
に
続
い
て
開
示
さ
れ
る
外
界
の
パ
ノ
ラ
マ
体
験
と
の
間
に
あ
る
内
的
経
緯
に
、
注
目
し
て
い
る
の
で
あ

る。
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

l
の
作
品
に
頻
出
す
る
眺
望
と
い
う
モ
テ
ィ

l
フ
が
、
こ
の
幼
時
の
記
憶
と
関
辿
し
て
い
る
と
す
る
と
、

そ
れ
は
至
純
の

姿
で
現
わ
れ
た
、
個
人
に
お
け
る
倒
防
紀
の
風
足
と
も
一
三
一
口
う
べ
き
あ
の
始
原
的
な
外
界
の
川
俊
と
し
て
の
な
味
を
、

も
た
さ
れ
て
い
る
か
も

円
川
H

1

u

「
丸
、
。

牟
〈
’
オ
チ
J
C

し

し
か
し
同
時
に
、
少
年
の
最
初
の
外
界
の
獲
得
が
、
痛
み
の
感
覚
と
と
も
に
、
何
か
悲
劇
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
罪
悪
的
な
も

の
と
結
び
付
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
！
の
創
作
自
体
の
中
に
導
入
さ
れ
た
ハ
ノ
ラ
マ
の
開
示
は
、
そ
れ
と
対
称
的
に
、

む

し
ろ
和
解
や
放
済
の
意
味
を
仰
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ば
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
コ
ン
ブ
レ
ッ
グ
ス
と
言

え
る
よ
う
な
も
の
が
、
こ
こ
に
は
働
ら
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、

し
き
い

ひ
と
つ
の
生
に
お
い
て
の
認
識
の
歩
み
の
上
で
の
あ
る
閣
に
つ
い
て
の
同
組
と
内
的
に
関
連
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
眺
望
の

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ

l
の
ハ
ノ
ラ
マ
が
こ
の
遺
稿
に
記
録
さ
れ
た

よ
う
な
、



中
で
の
空
間
の
遠
近
法
は
、
意
識
さ
れ
た
生
そ
の
も
の
の
遠
近
法
と
こ
こ
で
重
ね
合
わ
ら
せ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
！
の
パ
ノ
ラ
マ
設
定
に
お
け
る
展
型
的
な
現
れ
か
た
、

つ
ま
り
眺
望
の
民
開
、
そ
れ
と
対
峠
す
る
二
人
の
人
間

に
よ
る
観
察
と
そ
の
眺
望
を
介
し
た
人
間
間
の
伝
達
、

と
い
う
類
型
を
検
討
し
て
み
る
と
、

そ
れ
は
小
説
「
晩
夏
」
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ

る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
眺
望
と
は
ば
ら
の
家
と
そ
の
周
辺
の
人
間
界
自
然
界
を
織
り
成
し
て
い
る
物
た
ち
で
あ
り
、
老
人

と
若
者
と
の
聞
の
伝
達
は
、

リ
ザ
l
ハ
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
聞
に
交
さ
れ
る
自
然
論
、
芸
術
論
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
リ
ザ
i
ハ
の
回
顧
も
ま

た
、
「
伝
達
L
ζ
E
E
E口
問
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
の
小
説
自
体
遠
景
と
近
呆
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
ば
ら
の
家
と
の
交
渉
に
よ
っ
て
視
点
の
転
換
を
促
さ
れ
た
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
達
し
た
認
識
段
階
が
芸
術
の
領
域
、

つ
ま
り
遠
近
法

的
な
も
の
自
体
の
把
握
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
な
ら
、
ー
！
遠
近
法
の
模
型
こ
そ
が
パ
ノ
ラ
マ
な
の
だ
か
ら

l
l
「
晩
夏
」
と

は
、
物
語
と
い
う
時
間
的
構
成
と
し
て
表
現
さ
れ
た
、

ひ
と
つ
の
バ
ノ
ラ
マ
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
思
え
て
く
る
。

-143ー

そ
れ
で
は
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
に
お
け
る
パ
ノ
ラ
マ
と
内
的
関
連
が
あ
る
と
さ
れ
た
「
外
野
の
顕
現
」
と
い
う
テ
l
マ
は
「
晩
夏
」
の
中

に
は
現
わ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
の
回
想
的
断
片
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
は
あ
る
悲
劇
的
な
も
の
痛
み
の
体
験
と
結
び
合
わ
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
生
の
な
か
に
は
、
こ
の
よ
う
な
悲
劇
的
な
契
機
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
ほ
ど
に
こ
の
若
者
の
道
筋
は
理
想
的
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（凶）

き
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
彼
が
「
リ
ア
王
」
の
上
演
に
立
ち
あ
う
場
面
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
体
験
に
お
い
て
ひ
と
つ
注
意
す
べ

「
私
の
心
臓
は
、
こ
の
瞬
間
に
い
わ
ば
こ
な
ご
な
に
な
っ
た
。
私
は
痛
み
の
た
め
に
、

ほ
と
ん
ど
自
分
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
：
：
：
も
は

や
こ
こ
に
あ
る
の
は
芝
居
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
最
も
現
実
的
な
現
実
（
任
。
司
王
己
主
出
席
宅
庄
内
ロ
の
F
Z
P
）
と
し
て
、
私
の
前
に
繰
り

（加）

ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」



極
め
て
逆
説
的
に
、
こ
こ
で
は
真
の
現
実
が
純
然
た
る
虚
構
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
演
劇
の
な
か
に
、
芸
術
が
そ
の
最
も
厳
粛
な
形
で
現

れ
、
人
間
的
な
現
実
の
本
質
を
顕
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
リ
ア
の
現
実
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
の
「
リ
ア
王
」
の
再
話
は
必
ず
し
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
原
典
に
合

致
は
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
故
に
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
に
と
っ
て
の
リ
ア
を
正
確
に
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ア

ι2リ
l ＇－／ア

Cは
ー「

か気
言狂

い
」
に
な
る
こ
と
を
怖
れ
て
い
る
。

し
か
し
彼
は
「
言
う
べ
き
言
葉
を
失
っ
て
」
「
荒
野
へ
行
き
」
た
だ
「
リ
ア
、

う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
こ
で
リ
ア
は
、
分
節
さ
れ
な
い
混
沌
と
し
て
の
荒
野
に
投
げ
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
言
語
と
し
て
は
自

う
つ
ろ
な

分
の
名
前
し
か
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
に
と
っ
て
こ
の
「
リ
ア
（

F
g吋
）
」
は
「
レ
l
ア
（
－

2
5」
と
二
重
に

響
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、

リ
ア
は
こ
こ
で
狂
気
の
な
か
で
荒
野
と
い
う
原
初
的
な
認
識
の
状
態
に
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か
え
り
、
そ
こ
で
個
人
に
と
っ
て
の
世
界
の
創
世
記
に
再
び
立
ち
あ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
ハ
イ
ン
リ
ヒ
を
「
自
分
が
わ
か
ら
な

い
」
程
に
呪
縛
し
た
全
面
的
な
精
神
の
「
痛
み
」
は
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
の
認
識
の
創
世
記
に
見
ら
れ
た
あ
の
「
痛
み
」
に
通
じ
て
い
る
。

か
つ
て
透
明
な
ガ
ラ
ス
が
く
だ
け
で
そ
の
向
こ
う
に
「
新
し
い
段
階
」
が
ひ
ら
け
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
芸
術
の
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ン
と
い
う

見
え
な
い
窓
は
カ
タ
ル
シ
ス
に
よ
っ
て
く
だ
か
れ
て
、

ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
前
に
あ
の
新
し
い
段
階
を
ひ
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て

そ
れ
は
衝
撃
的
な
最
初
の
芸
術
と
の
出
会
い
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
劇
場
は
、

ナ
タ
l
リ
エ
と
の
最
初
の
出
会
い
の
場
で
も
あ
る
の
だ
。

し
か
し
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
こ
の
体
験
は
あ
く
ま
で
芸
術
の
体
験
で
あ
り
、

い
か
に
そ
れ
が
深
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
暗
示
予
感
以
上
で
は
な

い
。
そ
れ
を
自
ら
の
生
の
中
で
身
を
も
っ
て
体
験
す
る
の
が
リ
ザ

l
ハ
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
「
回
顧
」
の
中
で
は
、
リ
ザ

l
ハ
と
マ
テ
イ

ル
デ
の
別
離
を
導
い
た
あ
の
ば
ら
の
茂
み
の
中
で
の
激
情
的
な
対
話
の
と
き
に
、
リ
ザ
l
ハ
は
、
「
内
面
の
痛
み
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
・
：

い
ば
ら
を
握
り
し
め
て
し
、
自
分
を
故
意
に
傷
つ
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

マ
テ
イ
ル
デ
と
の
天
上
的
な
関
係
、
「
そ
よ
風
、
草
、



秋
の
野
に
遅
れ
咲
く
花
、
木
の
実
、
鳥
の
歌
声
、
書
物
の
言
葉
、
絃
の
ひ
び
き
、
そ
し
て
沈
黙
さ
え
も
私
た
ち
の
使
者
で
あ
っ
た
」
「
幾
千

（お）

の
糸
を
通
じ
て
魂
が
交
流
し
た
」
彼
我
を
超
越
し
て
い
た
世
界
か
ら
の
別
離
に
あ
た
っ
て
、
リ
ザ
l

ハ
は
幼
児
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
の
よ
う

に
、
手
か
ら
血
を
流
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

物
と
接
吻
を
交
す
の
を
丘
の
上
か
ら
目
撃
し
た
の
ち
に
、

別
の
作
品
か
ら
例
を
と
る
な
ら
、
「
曽
祖
父
の
遺
稿
」
の
最
終
稿
に
お
い
て
も
、
主
人
公
の
医
者
は
、
恋
人
の
マ
ル
ガ
リ

I
タ
が
他
の
人

（辺）

や
は
り
丘
の
斜
面
を
「
非
常
に
は
や
く
滑
り
降
り
て
、
手
を
血
だ
ら
け
に
」
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
「
痛
み
」
は
、
現
実
の
新
し
い
段
階
を
獲
得
す
る
た
め
の
決
定
的
な
契
機
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
危
機
的
な
境
界
状
態
の
時
に
顕
現
す
る
の
が
や
は
り
パ
ノ
ラ
マ
な
の
で
あ
る
。
リ
ザ
i

ハ
は
マ
テ
イ
ル
デ
と
別
れ
た
後
に
「
故

担日

へ
退
却
す
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
あ
る
断
涯
の
上
を
毎
日
訪
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
「
森
の
向
こ
う
、
樹
々
の
聞
に
牧
野
と
畑
が
見
え

（お）

る
、
そ
の
彼
方
は
青
い
湿
地
、
濃
い
青
色
の
森
、
そ
し
て
そ
の
向
こ
う
に
は
速
い
山
脈
が
見
え
る
」
と
こ
ろ
へ
、
リ
ザ
i
ハ
は
ひ
き
つ
け
ら
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れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
の
リ
ザ
l
ハ
の
パ
ノ
ラ
マ
の
中
に
は
、

そ
れ
を
共
有
し
伝
達
す
る
た
め
の
第
二
の
人
物
は
い
な
い
。

「
晩
夏
」
の
物
語
世
界
で
そ
の
役
割
は
、

は
る
か
後
に
や
っ
て
来
る
は
ず
の
若
者
ハ
イ
ン
リ
ヒ
の
た
め
に
保
留
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
「
曽
祖
父
の
遺
稿
」
に
お
い
て
は
、
あ
の
体
験
の
あ
と
医
者
は
、
畑
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
高
所
で

（
同
小
説
「
習
作
」

稿
で
彼
は
こ
こ
で
自
殺
を
企
て
る
）
、
「
晩
夏
」
の
リ
ザ
i

ハ
に
相
当
す
る
人
物
「
大
佐
」
に
出
会
っ
て
い
る
。
そ
し
て
大
佐
は
、
こ
こ
へ
登

っ
て
来
る
聞
に
、
麦
が
ど
ん
な
に
美
し
く
育
っ
て
い
る
か
を
見
な
か
っ
た
か
と
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
こ
の
麦
の
穂
こ
そ
、
幼
年
の
シ
ュ
テ
ィ

フ
タ
l
が
破
れ
た
窓
の
向
こ
う
に
発
見
し
た
、
最
初
の
外
界
の
パ
ノ
ラ
マ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



こ
う
し
て
「
晩
夏
し
に
お
い
て
は
、
パ
ノ
ラ
マ
の
創
世
に
つ
い
て
の
悲
劇
的
、
原
罪
的
な
モ
メ
ン
ト
は
主
人
公
ハ
イ
ン
リ
ヒ
か
ら
分
離
さ

れ
て
、
物
語
の
中
の
過
去
、

リ
ザ

i
ハ
の
同
想
の
中
に
集
約
さ
れ
移
し
変
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
バ
ノ
ラ
マ
を
前
に
し
て
若
者
ハ
イ
ン
リ

ヒ
は
専
ら
見
る
こ
と
と
知
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
て
、
教
え
伝
え
る
こ
と
が
リ
ザ
l
ハ
の
役
割
な
の
で
あ
る
。
こ
の
老
人
の
役
目
は
「
み
か

げ
石
」
に
お
い
て
も
同
じ
で
、
祖
父
は
、
眼
前
の
パ
ノ
ラ
マ
を
子
供
に
指
し
示
し
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
村
を
襲
っ
た
ベ
ス
ト
に

ま
つ
わ
る
悲
劇
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
子
供
に
語
り
聞
か
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
パ
ノ
ラ
マ
を
前
に
し
て
、
生
の
持
つ
悲
劇
的
な
も

の
、
母
の
腕
に
守
ら
れ
て
森
も
山
も
自
分
自
身
の
う
ち
に
持
っ
て
い
た
楽
園
か
ら
の
離
別
、
あ
る
い
は
恋
愛
の
法
悦
の
中
で
再
建
さ
れ
か
け

た
そ
の
牧
歌
が
や
は
り
現
実
に
耐
え
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
の
回
想
は
い
わ
ば
生
の
パ
l
ス
ベ
グ
テ
ィ
ヴ
の
遠
景
と
し
て
語
り
伝
え
ら
れ

得
る
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
パ
ノ
ラ
マ
は
自
ら
の
由
来
を
語
り
真
に
厳
粛
な
も
の
と
し
て
そ
の
深
さ
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ

す
も
の
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
が
何
故
パ
ノ
ラ
マ
を
描
き
続
け
る
の
か
、

そ
の
一
つ
の
意
味
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
こ
の
作

る
。
逆
に
言
え
ば
、
パ
ノ
ラ
マ
は
そ
れ
ら
の
悲
劇
的
な
体
験
に
対
す
る
慰
撫
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
傷
か
ら
の
治
憶
を
も
た
ら

家
は
「
見
る
」
こ
と
の
始
源
を
求
め
、

そ
し
て
そ
の
中
に
芸
術
の
慰
み
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
は
常
に

（
幻
ゾ
ナ
：
ア
イ
l
ク

視
覚
と
い
う
も
の
に
こ
だ
わ
り
続
け
て
い
る
。
多
く
の
研
究
批
評
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
ま
さ
に
限
の
作
家
な
の
で
あ
る
。
光
学

自
然
科
学
に
よ
る
視
点
の
転
換
か
ら
最
も
人
間
的
な
現
実
の
模
型
と
し
て
の
パ
ノ
ラ
マ
の
確
立
へ
至
る
ま
で
、

の
急
速
な
進
歩
と
拡
大
の
時
代
で
あ
る
一
九
世
紀
の
作
家
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
と
え
ば
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル

な
ど
の
作
家
が
想
像
力
の
飛
朔
に
よ
っ
て
現
実
を
「
如
何
に
」
見
る
か
（
当
ぽ
片

F
8
7
0）
の
可
能
性
を
試
み
、

ま
た
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
以

降
の
文
学
が
見
る
対
象
の
拡
大
や
内
面
的
な
光
学
の
創
造
に
よ
っ
て
「
何
を
見
る
か
（
宅
忠
片
『
お

Z
）
」
と
い
う
新
し
い
視
野
を
開
拓
し

た
と
仮
に
す
る
な
ら
ば
、

シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
は
い
わ
ば
「
見
る
」
こ
と
そ
の
も
の
、
「
見
え
る
（
己
P
この
7
8
Z）
」
と
い
う
こ
と
自
体
に
執



着
し
、
宇
宙
空
間
の
巨
大
さ
と
同
じ
位
に
、
そ
の
空
間
が
我
々
に
と
っ
て
視
覚
と
い
う
形
式
で
顕
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
が
、
如
何
に
大
き

な
驚
異
で
あ
る
か
に
つ
い
て
語
る
こ
と
を
、
自
己
の
文
学
の
使
命
と
感
じ
て
い
た
作

E

米
で
あ
っ
た
。

し
か
し
「
見
え
る
」
と
い
う
事
を
そ
れ

自
体
見
る
事
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
自
家
邦
着
と
の
臨
海
点
に
非
常
に
接
近
し
た
、
も
は
や
文
学
と
は
言
え
な
く
な
る
ぎ
り
ぎ
り
の
所
に
あ

る
鋼
渡
り
の
よ
う
な
文
学
創
作
で
あ
っ
て
、

た
と
え
ば
「
晩
行
久
」
が
時
に
よ
っ
て
途
方
も
な
く
退
屈
で
無
意
味
な
代
物
に
思
え
た
り
あ
る
い

は
類
稀
れ
な
深
さ
に
達
し
た
書
物
に
見
え
た
り
す
る
の
も
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
よ
う
な
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
l
文
学
の
特
異
性
を
考
え
る
と
き
、
こ
れ
が
境
期
の
精
神
の
特
徴
で
は
な
か
ろ
う
か
、

と
も
思
え
る
。
我
々

は
シ
ュ
テ
ィ
フ
タ
ー
を
時
に
エ
ピ
ゴ
l
ネ
と
呼
ぶ

b

事
実
シ
ュ
テ
ィ
ブ
タ
ー
も
、
自
分
の
時
代
は
一
つ
の
谷
間
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

「
私
の
書
物
は
、
単
な
る
文
学
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
文
学
と
し
て
は
そ
れ
ら
は
、
恐
ら
く
一
時
的
な
価
値
し
か
持
っ
て
い
な
い
で
あ
り
ま

門

i
4
壬

し
よ
う
1

1

道
徳
的
な
啓
示
と
し
て
、
厳
格
な
真
面
目
さ
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
人
間
の
時
厳
と
し
て
、
私
の
書
物
は
価
値
を
持
っ
て
い
る

の
で
す
。
そ
の
尊
厳
は
、
こ
の
我
々
の
無
恥
の
時
代
に
は
、
詩
的
な
書
物
よ
り
も
長
い
生
命
を
持
つ
の
で
す
：
：
：
L

（
一
八
五

O
年
、
二
月
二
二
日
、

ヨ

l
ゼ
フ
・
テ
ュ
ル
ク
な
お
阿
佐
吋
苛
長
宛
書
簡
）

彼
は
自
分
の
時
代
に
は
真
正
の
文
学
は
不
可
能
と
み
て
い
た
。
そ
れ
は
こ
の
「
哀
れ
な
時
代
し
が
境
期
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
台、

そ
し
て
数
千
年
後
に
来

（お）

た
る
べ
き
古
代
を
も
し
の
ぐ
真
の
文
化
の
時
代
を
準
備
す
る
と
い
う
、
巨
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
中
で
の
そ
れ
で
も
あ
る
の
だ
。
シ
ュ
テ
ィ
タ
ブ

ー
に
と
っ
て
現
代
と
は
歴
史
の
中
の
「
多
く
の
は
じ
ま
り
」
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
ず
、
理
想
は
無
限
に
遠
く
設
定
さ
れ
て
い
る
。
芸
術

し
「
晩
夏
」
の
リ
ザ

l

ハ
に
と
っ
て
は
、
我
々
の
居
る
境
期
と
は
、

理
想
と
し
て
の
古
代
を
淫
か
な
過
去
に
持
ち
、

が
暗
示
予
感
と
し
て
の
み
美
た
り
え
た
よ
う
に
、
彼
に
と
っ
て
現
代
に
お
い
て
の
全
て
の
価
値
は
、
全
て
予
感
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。
慎
ま
し
や
か
で
あ
る
と
と
も
に
反
面
誇
大
と
も
一
一
一
口
い
得
る
こ
の
思
考
法
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
魂
は
自
分
の
故
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