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降
り
そ
そ
ぐ
〈
ノ
イ
ズ
〉

─
芥
川
龍
之
介
「
歯
車
」
に
お
け
る〈
意
識
の
流
れ
〉の
推
進
力
─

西
山
　
康
一

一
．は
じ
め
に

　

芥
川
龍
之
介
晩
年
の
作
品
﹁
歯
車
﹂
は
︑
第
一
章
﹁
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
﹂
の
み
一
九
二
七
︵
昭
和
二
︶
年
六
月
の
﹃
大
調
和
﹄
に
発
表
さ
れ
︑

後
に
遺
稿
と
し
て
同
年
一
〇
月
の
﹃
文
芸
春
秋
﹄
に
全
六
章
が
一
括
掲
載
さ
れ
た
︒
そ
の
内
容
を
今
簡
単
に
述
べ
て
お
く
と
︑
主
人
公
の
﹁
僕
﹂

は
知
人
の
﹁
結
婚
披
露
式
﹂
に
参
加
す
る
た
め
︑
東
海
道
線
沿
線
奥
に
あ
る
避
暑
地
か
ら
東
京
に
向
か
う
が
︑
そ
の
途
中
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
の
幽

霊
の
話
を
聞
く
︒
そ
れ
以
来
︑
た
び
た
び
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
を
目
に
す
る
こ
と
な
り
︑
つ
い
に
は
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
を
着
た
義
兄
の
轢
死
の
訃
報

に
接
す
る
︒
そ
の
後
も
滞
在
先
の
東
京
で
い
く
つ
も
の
不
吉
な
暗
号
と
も
思
え
る
出
来
事
に
遭
遇
し
︑﹁
何
も
の
か
﹂︵﹁
運
命
﹂・﹁
復
讐
の
神
﹂・

﹁
悪
魔
﹂︶
に
よ
り
死
や
発
狂
に
導
か
れ
て
い
る
︑
そ
う
し
た
地
獄
的
状
況
に
自
ら
が
陥
っ
て
い
る
よ
う
な
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
を
強
固
に
し
て

ゆ
く
︒
そ
れ
は
東
京
か
ら
先
の
避
暑
地
に
戻
っ
て
以
降
も
続
き
︑
最
後
に
は
こ
れ
ま
で
も
度
々
あ
っ
た
︑
頭
痛
と
と
も
に
半
透
明
の
歯
車
が
視
界

を
ふ
さ
ぐ
症
状
に
襲
わ
れ
て
横
に
な
っ
て
い
る
と
︑
妻
に
﹁
お
父
さ
ん
が
死
ん
で
し
ま
い
さ
う
な
気
が
し
た
﹂
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
─
︒

　

こ
う
し
た
執
筆
時
期
や
作
品
内
容
か
ら
︑
芥
川
の
実
人
生
︑
特
に
自
裁
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
読
ま
れ
が
ち
だ
っ
た
﹁
歯
車
﹂
だ
が
︑
近
年
で
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は
そ
う
し
た
研
究
の
呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
︑﹁
歯
車
﹂
の
表
現
自
体
に
注
目
し
︑
そ
の
背
景
に
あ
る
文
化
︑
特
に
当
時
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
時
空
間

の
中
で
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
が
主
流
と
な
っ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
︑
鈴
木
暁
世
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
の
代
表
的
作
家
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス

の
﹃
若
き
芸
術
家
の
肖
像
﹄︵
一
九
一
六
︶
と
﹁
歯
車
﹂
を
比
較
し
︑
両
作
品
の
表
現
技
法
上
の
共
通
点
を
見
事
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た1

︒
確
か

に
︑
鈴
木
も
引
用
す
る
芥
川
の
﹁
雑
筆
﹂︵﹃
人
間
﹄
一
九
二
〇
・
九
︶
中
の
︑﹃
若
き
芸
術
家
の
肖
像
﹄
に
対
す
る
﹁
如
何
に
も
子
供
が
感
じ
た

通
り
に
書
い
た
と
云
ふ
風
な
り
︒
こ
ん
な
文
章
を
書
く
人
は
外
に
一
人
も
あ
る
ま
い
︒
読
ん
で
好
い
事
を
し
た
り
と
思
ふ
﹂
と
い
う
言
葉
や
︑
実

際
芥
川
が
同
作
を
翻
訳
し
た
そ
の
草
稿
か
ら
は
︑
芥
川
が
ジ
ョ
イ
ス
か
ら
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
︒
鈴
木
の
指
摘
に
乗
っ
か
っ
て
い

え
ば
︑
芥
川
は
ジ
ョ
イ
ス
の
﹃
若
き
芸
術
家
の
肖
像
﹄
の
中
の
︿
意
識
の
流
れ
﹀
と
い
う
モ
ダ
ニ
ズ
ム
的
表
現
技
法
─
芥
川
の
言
葉
で
い
え
ば

﹁
如
何
に
も
子
供
が
感
じ
た
通
り
に
書
い
た
と
云
ふ
風
﹂
に
見
せ
る
表
現
技
法
を
学
び
︑
そ
れ
を
子
供
同
様
に
一
般
と
は
異
な
る
思
考
の
持
ち
主

で
あ
る
精
神
を
病
む
者
の
︿
意
識
の
流
れ
﹀
を
描
く
の
に
用
い
た
︑
と
も
い
え
そ
う
だ
︒

　

た
だ
し
︑
こ
う
し
た
作
品
の
表
現
を
背
景
に
あ
る
文
化
と
と
も
に
分
析
し
て
ゆ
く
研
究
で
は
︑
ど
う
し
て
も
﹁
歯
車
﹂
と
い
う
作
品
全
体
の
論

理
を
細
か
く
追
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
難
し
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
か
く
い
う
稿
者
も
以
前
︑
や
は
り
背
景
と
な
る
文
化
─
同
時
代
の
︿
狂

気
﹀
に
対
す
る
眼
差
し
と
と
も
に
﹁
歯
車
﹂
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が2

︑
そ
こ
で
も
作
品
自
体
の
分
析
が
手
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
う
し
た

前
稿
の
欠
を
補
う
意
味
も
あ
り
︑
本
稿
で
は
﹁
歯
車
﹂
と
い
う
作
品
自
体
に
改
め
て
立
ち
帰
り
︑
物
語
そ
の
も
の
で
あ
る
主
人
公
兼
語
り
手
の
僕

の
︿
意
識
の
流
れ
﹀
の
あ
り
よ
う
を
細
か
く
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
で
︑
本
作
品
に
対
す
る
新
た
な
視
点
を
提
示
す
る
と
と
も
に
︑
芥
川
晩
年
の

︿
狂
気
﹀
に
対
す
る
認
識
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
︒

二
．浮
遊
す
る
〈
ノ
イ
ズ
〉
と
〈
妄
想
〉
的
現
実
認
識

　
﹁
歯
車
﹂
は
︑
主
人
公
兼
語
り
手
の
僕
が
自
ら
の
出
会
っ
た
こ
と
を
︑
意
識
の
流
れ
に
即
し
て
語
る
形
式
を
と
る
︒
で
は
︑
こ
の
僕
の
意
識
の

流
れ
︑
即
ち
物
語
の
推
進
力
と
な
る
も
の
は
何
か
︒
ま
ず
︑
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
と
し
て
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
降
り
そ
そ
ぎ
と
い
う
﹁
歯
車
﹂
の
特

徴
に
注
目
し
て
み
た
い
︒
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﹁
歯
車
﹂
の
中
で
︑
僕
の
周
囲
に
は
様
々
な
︿
ノ
イ
ズ3

﹀
が
あ
ふ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
第
一
章
最
終
部
の
次
の
場
面
な
ど
が
象
徴
的
で
あ

る
︒

廊
下
の
隅
の
給
仕
だ
ま
り
に
は
一
人
も
給
仕
は
見
え
な
か
つ
た
︒
し
か
し
彼
等
の
話
し
声
は
ち
よ
つ
と
僕
の
耳
を
か
す
め
て
行
つ
た
︒
そ
れ

は
何
と
か
言
は
れ
た
の
に
答
へ
たA

ll right

と
云
ふ
英
語
だ
つ
た
︒﹁
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
﹂
？
─
僕
は
い
つ
か
こ
の
対
話
の
意
味
を
正
確

に
摑
ま
う
と
あ
せ
つ
て
ゐ
た
︒﹁
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
﹂
？
﹁
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
﹂
？ 

何
が
一
体
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
な
の
で
あ
ら
う
？

　

ホ
テ
ル
の
廊
下
を
歩
い
て
い
た
僕
に
︑﹁
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
﹂
と
い
う
言
葉
が
唐
突
に
降
り
そ
そ
い
で
く
る
︒﹁
降
り
そ
そ
い
で
く
る
﹂
な
ど
と

大
げ
さ
な
言
葉
を
使
っ
た
の
は
︑
そ
こ
に
は
﹁
一
人
も
給
仕
は
見
え
な
﹂
い
︑
す
な
わ
ち
話
し
手
の
姿
は
な
く
︑
た
だ
言
葉
だ
け
が
唐
突
に
僕
に

与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
︒
話
し
手
が
ど
う
い
っ
た
文
脈
か
ら
こ
の
言
葉
を
発
し
た
か
見
定
め
よ
う
も
な
い
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
い
や
む
し

ろ
そ
う
し
た
無
秩
序
な
状
況
へ
の
恐
怖
に
よ
っ
て
︑
僕
は
﹁
意
味
を
正
確
に
摑
ま
う
と
あ
せ
﹂
ら
さ
れ
︑﹁
何
が
一
体
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
な
の
で

あ
ら
う
？
﹂
と
い
う
問
い
が
誘
発
さ
れ
る
︒
当
然
な
が
ら
僕
は
結
局
の
と
こ
ろ
自
分
で
文
脈
を
見
出
さ
な
く
て
は
な
ら
ず
︑
悩
ま
さ
れ
続
け
る
︒

だ
が
︑
そ
れ
も
こ
の
続
き
の
部
分
で
︑
姉
か
ら
の
電
話
に
よ
り
答
え
が
も
た
ら
さ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
場
合
話
し
手
は
姉
と
分
か
る
た
め
︑

先
の
﹁
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
﹂
と
異
な
っ
て
多
少
そ
の
言
葉
の
文
脈
も
推
測
で
き
よ
う
︒
し
か
し
︑
電
話
と
い
う
も
の
の
特
性
と
し
て
︑
や
は
り
唐

突
に
受
け
手
の
時
間
を
切
り
裂
い
て
入
り
込
ん
で
く
る
︒
し
か
も
︑
目
の
前
に
話
し
手
の
姿
は
な
く
︑
た
だ
言
葉
だ
け
が
そ
こ
に
浮
遊
し
て
い
る

状
況
を
も
た
ら
す
こ
と
に
か
わ
り
は
な
く
︑
さ
ら
に
こ
こ
で
は
﹁
大
へ
ん
な
こ
と
が
起
つ
た
﹂
と
い
う
こ
と
だ
け
し
か
わ
か
ら
な
い
─
結
局
話

し
手
の
文
脈
は
ほ
と
ん
ど
つ
か
め
な
い
の
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
僕
は
︑
最
後
に
は
﹁
運
命
の
僕
に
教
へ
た
﹁
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
﹂
と
云

ふ
言
葉
を
了
解
﹂
す
る
︒
ど
の
よ
う
に
﹁
了
解
﹂
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
お
そ
ら
く
僕
自
身
の
抱
え
る
文
脈
に
則
る
形
で
─
少
な
く
と

も
﹁
運
命
の
僕
に
教
へ
た
﹂
と
い
う
言
葉
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
の
後
た
び
た
び
出
て
く
る
︑﹁
運
命
﹂
を
擬
人
化
し
て
自
ら
が
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て

い
る
と
捉
え
る
︑
僕
の
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
に
基
づ
く
﹁
了
解
﹂
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
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生
み
出
さ
れ
た
文
脈
が
わ
か
ら
な
い
ま
ま
︑
そ
の
一
部
分
だ
け
が
切
り
離
さ
れ
︑
突
如
僕
に
降
り
そ
そ
い
で
き
て
悩
ま
せ
る
︑
こ
う
し
た
︿
ノ

イ
ズ
﹀
の
よ
う
な
言
葉
に
僕
が
ふ
り
ま
わ
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
は
︑
こ
の
後
も
た
び
た
び
繰
り
返
さ
れ
る
︒
小
説
後
半
の
第
五
章
に
な
る
と
︑

﹁M
rs. Tow

nshead......

﹂
と
﹁
何
か
僕
の
目
に
見
え
な
い
も
の
は
こ
う
僕
に
囁
い
て
行
つ
た
﹂
り
︑
寝
て
い
る
僕
に
誰
か
が
﹁Le diable est 

m
ort

﹂︵﹁
悪
魔
は
死
ん
だ
﹂︶
と
﹁
囁
い
た
の
を
感
じ
︑
た
ち
ま
ち
目
を
醒
ま
し
て
立
ち
上
つ
た
﹂
り
と
︑
も
は
や
完
全
に
誰
の
声
で
も
な
い
︑

し
か
し
確
か
に
短
い
声
だ
け
が
浮
遊
し
て
突
然
僕
に
降
り
そ
そ
い
で
く
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
︑
自
ら
が
﹁
何
も
の
か
﹂
に
見
ら
れ
操
ら
れ
て

い
る
と
い
う
僕
の
中
の
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
を
︑
決
定
的
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
︒

　

ま
た
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
い
う
言
葉
を
音
声
に
限
ら
ず
広
く
捉
え
れ
ば
︑
こ
の
後
見
て
ゆ
く
よ
う
に
﹁
歯
車
﹂
の
中
に
出
て
く
る
事
象
は
殆
ど
と

い
っ
て
よ
い
く
ら
い
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
し
て
僕
の
前
に
立
ち
現
れ
て
く
る
の
だ
︒
こ
う
し
た
﹁
歯
車
﹂
に
特
徴
的
な
︑
僕
の
意
識
の
流
れ
＝
物
語

全
体
の
推
進
力
に
な
る
︑
突
然
僕
に
降
り
そ
そ
い
で
く
る
︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
は
︑
一
体
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
︒
何
故
︑
そ
れ
ら
は
常
に
僕

の
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
と
結
び
つ
い
て
し
ま
う
の
か
︒
こ
う
し
た
主
体
の
あ
り
よ
う
を
︑
我
々
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
よ
い
の
か4

︒
そ
れ

ら
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
︑︿
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症
例
﹀
で
あ
る
︒︿
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症
例
﹀
と
は
︑
ダ
ニ
エ
ル
・
パ
ウ
ル
・

シ
ュ
レ
ー
バ
ー
︵
一
八
四
二
～
一
九
一
一
︶
の
﹃
あ
る
神
経
病
者
の
回
想
録
﹄︵
一
九
〇
三
︶
に
記
さ
れ
た
彼
自
身
の
パ
ラ
ノ
イ
ア
症
例
で
あ
る

が
︑
そ
の
中
に
様
々
な
雑
音
や
言
葉
が
彼
に
降
り
そ
そ
ぐ
こ
と
に
よ
り
︑
思
考
が
混
濁
さ
れ
苦
し
む
様
子
が
描
か
れ
て
い
る5

︒
僕
の
感
じ
る
︿
ノ

イ
ズ
﹀
が
降
り
そ
そ
い
で
く
る
よ
う
な
感
覚
は
︑
こ
の
︿
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症
例
﹀
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
Ｊ
・
ラ
カ
ン
は
︑
こ
の

︿
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症
例
﹀
の
検
討
を
通
し
て6

﹁
妄
想
に
お
い
て
は
正
に
他
者
︵
Ａ
︶
が
欠
け
て
い
る7

﹂
と
し
︑
そ
の
患
者
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

言
う
︒患

者
は
他
者
と
の
間
に
契
約
を
再
建
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
の
で
︑
ま
た
︑
新
た
に
出
現
し
た
も
の
と
︑
自
分
自
身
と
の
間
に

何
ら
か
の
象
徴
的
な
仲
介
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
︑
そ
の
他
の
仲
介
の
方
法
︵
中
略
︶
を
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
象

徴
的
な
仲
介
の
代
わ
り
に
想
像
的
な
も
の
の
蠢
動
と
か
︑
増
殖
と
か
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
す
︒
こ
の
よ
う
な
も
の
の
中
で
︑
歪
め
ら
れ
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か
つ
根
底
的
に
無
─

象
徴
的
な
仕
方
で
︑
仲
介
の
中
心
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
兆
が
現
わ
れ
る
の
で
す
︒

　

そ
し
て
︑
そ
れ
と
と
も
に
﹁
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
自
体
が
根
底
か
ら
手
直
し
を
被
﹂
る
︑
つ
ま
り
﹁
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
持
続
的
流
れ
が
そ
の
独
立
性

を
取
り
戻
﹂
し
﹁
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
独
力
で
歌
い
始
め
ま
す
﹂
と
し
︑
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
患
者
が
襲
わ
れ
る
︑
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
﹁
フ

レ
ー
ズ
や
注
釈
﹂
が
次
々
に
降
り
そ
そ
い
で
く
る
と
い
っ
た
感
覚
は
︑
こ
う
し
た
背
景
か
ら
来
る
の
だ
と
い
う
︒
こ
こ
で
い
う
他
者
︵
Ａ
︶
の
欠

如
の
下
﹁
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
独
力
で
歌
い
始
め
﹂
る
事
態
こ
そ
︑
ま
さ
に
今
ま
で
見
て
き
た
僕
に
︿
ノ
イ
ズ
﹀
が
襲
っ
て
く
る
よ
う
な
状
況
を
言

い
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
も
の
が
引
き
起
こ
す
﹁
想
像
的
な
も
の
の
蠢
動
と
か
︑
増
殖
と
か
﹂
が
反
復
し
て
ゆ
く
中
で

見
出
さ
れ
て
ゆ
く
︑﹁
象
徴
的
な
仲
介
の
代
わ
り
﹂
に
﹁
仲
介
の
中
心
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
兆
﹂
こ
そ
︑
僕
の
中
で
結
実
し
て
い
っ
た

︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
で
は
な
か
っ
た
か
︒
そ
し
て
︑
こ
の
ラ
カ
ン
の
見
解
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
僕
が
襲
わ
れ
る
︿
ノ
イ
ズ
﹀
や
︿
妄
想
﹀
的
現
実

認
識
の
成
立
の
根
底
に
は
︑
自
ら
の
生
き
る
世
界
を
規
定
す
る
象
徴
体
系
の
引
き
受
け
ら
れ
な
さ
︑
ラ
カ
ン
の
言
葉
で
い
え
ば
他
者
︵
Ａ
︶
の
欠

如
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
︒

三
．僕
の
複
雑
な
主
体
と
〈
歯
車
的
運
動
〉

　

し
か
し
︑
こ
こ
で
ラ
カ
ン
を
引
い
た
の
は
︑
そ
れ
だ
け
を
言
い
た
い
か
ら
で
は
な
い
︒
さ
ら
に
ラ
カ
ン
は
︑﹁
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
が
独
力
で
歌
い

始
め
﹂
る
︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
降
り
そ
そ
ぎ
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
も
い
う
︒

主
体
の
自モ

ワ我
で
あ
り
︑
同
時
に
自モ

ワ我
で
な
い
主
体
の
分
身
の
水
準
で
こ
そ
︑
存
在
に
つ
い
て
の
そ
の
時
々
の
一
種
の
コ
メ
ン
ト
の
よ
う
な
パ

ロ
ー
ル
︵
本
稿
で
い
う
︿
ノ
イ
ズ
﹀
─
西
山
注
︶
が
現
わ
れ
ま
す
︒
こ
の
現
象
は
︑﹁
精
神
自
動
症
﹂
に
認
め
ら
れ
ま
す
が
︑
シ
ュ
レ
ー

バ
ー
の
場
合
︑
そ
れ
は
は
る
か
に
強
い
調
子
で
現
わ
れ
て
い
ま
す
︒
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
の
場
合
︑
言
い
始
め
ら
れ
た
か
と
思
う
と
︑
中
断
す
る

フ
レ
ー
ズ
と
い
う
形
で
︑
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
一
種
の
か
ら
か
い
と
言
え
る
使
い
方
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
す
︒
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妄
想
で
は
︑
常
に
こ
の
こ
と
こ
そ
が
問
題
な
の
で
す
︒
誰
か
が
彼
等
に
そ
れ
を
﹁
さ
せ
る
﹂
の
で
す
︒
問
題
は
︑
そ
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑
そ

れ
は
﹁
イ
ド
﹂
が
全
く
む
き
出
し
に
な
っ
て
現
わ
れ
︑
現
実
界
の
中
に
再
び
現
わ
れ
る
な
ど
と
単
純
に
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
と
て
も
で
き

ま
せ
ん
︒

　
﹁
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
一
種
の
か
ら
か
い
﹂
＝︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
降
り
そ
そ
ぎ
は
︑﹁
主
体
の
自モ

ワ我
﹂
と
﹁
自モ

ワ我
で
な
い
主
体
の
分
身
﹂
が
同
居
す
る

水
準
で
起
こ
る
の
で
あ
り
︑
統
一
的
な
主
体
を
前
提
に
し
て
い
て
は
こ
の
事
態
は
理
解
で
き
な
い
︒
つ
ま
り
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
蠢
動
を
感
じ
る
に

し
ろ
︑
さ
ら
に
は
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
に
し
ろ
﹁
誰
か
が
彼
等
に
そ
れ
を
﹁
さ
せ
る
﹂﹂
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
主
体
の
自モ

ワ我
﹂
か
ら
す
れ
ば

ど
う
し
よ
う
も
な
く
受
動
的
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

行
為
な
の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
ラ
カ
ン
は
︿
妄
想
﹀
や
﹁
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
の
一
種
の
か
ら
か

い
﹂
な
ど
の
一
連
の
現
象
は
︑
わ
け
も
わ
か
ら
ず
受
動
的
に
さ
せ
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
︑﹁
基
本
的
に
は
︑
何
ら
か
の
問
い
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
ま
す
﹂
と
も
い
う
︒﹁
歯
車
﹂
で
も
先
に
み
た
﹁
何
が
一
体
オ
オ
ル
・
ラ
イ
ト
な
の
で
あ
ら
う
？
﹂
ほ
か
︑
常
に
﹁
誰
に
も
わ
か
ら
な

い
疑
問
を
解
か
う
と
あ
せ
り
﹂︵
第
六
章
︶
続
け
て
い
る
─
︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
の
出
会
い
と
と
も
に
﹁
問
い
﹂
が
誘
発
さ
れ
︑
そ
れ
を
解
こ
う
と

焦
り
続
け
る
僕
の
様
子
が
窺
え
る
︒
従
来
の
﹁
歯
車
﹂
研
究
で
は
こ
う
し
た
﹁
問
い
﹂
に
対
し
て
も
︑﹁︿
僕
﹀
自
身
に
も
正
体
の
不
明
確
な
─

と
い
う
風
に
︿
僕
﹀
は
装
い
︑
そ
の
装
い
の
中
で
現
代
的
な
孤
独
と
不
安
を
︑
見
事
に
作
品
の
中
で
演
じ
よ
う
と
し
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
よ
う

に
︑
僕
の
演
技
性
を
見
出
す
こ
と
が
多
か
っ
た8

︒
だ
が
︑
作
品
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
の
取
り
方
に
も
よ
る
の
だ
ろ
う
が
︑
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
︑
そ
の
よ
う
に
統
一
的
な
主
体
を
前
提
と
し
て
﹁
問
い
﹂
を
演
技
と
し
て
捉
え
て
い
る
限
り
︑
本
当
の
意
味
で
僕
の
精
神
的
及
び
身
体
的
苦

し
み
・
脅
え
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

　

一
方
︑
先
の
拙
稿
︵
注
二
参
照
︶
で
は
︑
あ
る
言
葉
を
含
む
別
の
文
脈
と
僕
の
文
脈
と
が
そ
の
言
葉
一
点
に
お
い
て
接
触
し
て
︑
あ
た
か
も
歯

車
の
よ
う
に
僕
の
文
脈
は
動
力
を
受
け
取
り
︑
押
し
出
さ
れ
回
転
し
て
ゆ
く
─
そ
う
し
た
︿
歯
車
的
運
動
﹀
を
﹁
歯
車
﹂
の
特
徴
と
し
て
論
じ

た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
以
上
の
ラ
カ
ン
の
指
摘
に
即
し
て
い
え
ば
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
に
襲
わ
れ
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
を
強
固
な
も
の
に
し
て
ゆ
く
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僕
が
︑
そ
れ
を
﹁
神
経
﹂
を
病
む
こ
と
か
ら
来
る
﹁
妄
想
﹂
と
受
け
入
れ
が
た
く
も
自
覚
す
る
も
う
一
人
の
僕
と
と
も
に
︑
ど
う
し
よ
う
も
な
く

押
し
出
さ
れ
て
ゆ
く
僕
の
主
体
の
受
動
性
を
言
い
表
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
︒
実
際
︑
小
説
の
中
で
﹁
半
透
明
の
歯
車
﹂
は
︑
そ
う
し
た
受
動
性

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

最
初
に
﹁
半
透
明
の
歯
車
﹂
が
出
て
く
る
の
は
︑
第
一
章
の
東
京
に
着
い
て
結
婚
披
露
式
の
ホ
テ
ル
に
向
か
う
場
面
だ
が
︑
そ
こ
で
は
﹁
右
の

眼
の
瞼
の
裏
に
は
歯
車
が
幾
つ
も
ま
わ
つ
て
ゐ
た
︒
僕
は
右
の
ビ
ル
デ
イ
ン
グ
の
次
第
に
消
え
て
し
ま
う
の
を
見
な
が
ら
︑
せ
っ
せ
と
往
来
を
歩

い
て
行
つ
た
﹂
と
︑
機
械
的
に
歩
か
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
僕
の
歩
み
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
︑
歯
車
は
消
え
る
が
そ
れ
に
伴
う
頭
痛

は
残
り
続
け
︑
そ
れ
を
引
き
ず
り
な
が
ら
式
に
参
加
し
︑
隣
の
席
の
漢
文
学
者
の
老
人
に
麒
麟
や
鳳
凰
な
ど
伝
説
の
動
物
の
話
を
﹁
機
械
的

0

0

0

に
し

や
べ
つ
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
病
的
な
破
壊
欲
を
感
じ
﹂︵
傍
点
西
山
︶︑
老
人
を
怒
ら
せ
る
よ
う
な
話
を
す
る
こ
と
で
彼
に
会
話
を
断
ち
切

ら
せ
て
し
ま
う
︒
そ
の
直
後
︵
お
そ
ら
く
は
そ
う
し
て
現
実
世
界
を
切
り
離
し
た
結
果
︶︑
目
の
前
の
料
理
の
肉
の
中
に
﹁
小
さ
い
蛆
﹂
を
見
出

す
︒﹁
蛆
は
僕
の
頭
の
中
にW

orm

と
云
ふ
英
語
を
呼
び
起
こ
し
た
︒
そ
れ
は
ま
た
麒
麟
や
鳳
凰
の
や
う
に
伝
説
的
動
物
を
意
味
し
て
い
る
言
葉

に
も
違
い
な
か
つ
た
﹂
─
目
の
前
の
蛆
が
そ
れ
自
体
の
現
実
的
文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
形
で
﹁W

orm

と
云
ふ
英
語
﹂
に
︑
さ
ら
に
は
﹁
伝

説
的
動
物
﹂
に
ま
で
僕
の
中
で
ず
ら
さ
せ
ら
れ
て
い
く
︒
こ
の
蛆
も
︑
や
は
り
僕
を
襲
う
︿
ノ
イ
ズ
﹀
な
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
式
か
ら
宿
泊
す

る
部
屋
に
戻
っ
た
僕
は
︑
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
︒

　

僕
の
部
屋
に
は
鞄
は
勿
論
︑
帽
子
や
外
套
も
持
つ
て
来
て
あ
つ
た
︒
僕
は
壁
に
か
け
た
外
套
に
僕
自
身
の
立
ち
姿
を
感
じ
︑
急
い
で
そ
れ

を
部
屋
の
隅
の
衣
装
戸
棚
へ
抛
り
こ
ん
だ
︒
そ
れ
か
ら
鏡
台
の
前
へ
行
き
︑
ぢ
つ
と
鏡
に
僕
の
顔
を
映
し
た
︒
鏡
に
映
つ
た
僕
の
顔
は
皮
膚

の
下
の
骨
組
み
を
露
は
し
て
ゐ
た
︒
蛆
は
か
う
云
ふ
僕
の
記
憶
に
忽
ち
は
つ
き
り
浮
か
び
出
し
た
︒

　

僕
は
戸
を
あ
け
て
廊
下
に
出
︑
ど
こ
と
云
ふ
こ
と
な
し
に
歩
い
て
行
つ
た
︒

　

こ
の
場
面
か
ら
﹁
伝
説
的
動
物
﹂
と
し
て
の
蛆
は
聖
書
に
登
場
す
る
そ
れ
で
あ
り
︑
僕
は
﹁
罪
人
の
身
に
食
い
入
る
蛆
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
を
こ
こ
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で
見
出
し
て
い
る
と
さ
れ
る9

︒
つ
ま
り
︑
こ
の
︿
ノ
イ
ズ
﹀
も
僕
の
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
と
結
び
付
け
ら
れ
解
釈
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
が
︑
こ
の

引
用
部
で
大
事
な
の
は
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
に
襲
わ
れ
︑
多
く
の
場
合
同
様
そ
れ
を
﹁
伝
説
﹂
に
引
き
寄
せ
て
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
を
深
め
て
ゆ
く

中
で
︑
僕
と
そ
の
﹁
分
身
﹂
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
─
蛆
の
記
憶
と
と
も
に
﹁
骨
組
み
を
露
わ
﹂
す
自
ら
の
腐
敗
＝
死
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
き

る
鏡
の
中
の
僕
の
分
身
と
︑
そ
れ
を
目
前
に
し
て
受
け
入
れ
が
た
く
︑
そ
こ
か
ら
逃
げ
出
す
僕
が
同
時
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ

れ
は
ま
さ
に
先
に
み
た
﹁
自モ

ワ我
で
な
い
主
体
の
分
身
﹂
と
﹁
主
体
の
自モ

ワ我
﹂
が
同
居
す
る
僕
の
主
体
の
あ
り
よ
う
を
象
徴
的
に
描
き
出
す
︑
い
や

む
し
ろ
そ
の
複
雑
な
主
体
を
前
提
に
し
な
い
と
読
み
取
れ
な
い
部
分
と
い
え
よ
う
︒
そ
し
て
︑
そ
の
発
端
に
あ
る
歯
車
の
幻
影
は
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀

に
襲
わ
れ
て
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
に
陥
る
自
分
の
分
身
と
有
無
を
言
わ
さ
ず
に
出
会
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
僕
が
押
し
出
さ
れ
て
ゆ
く
︑︿
歯

車
的
運
動
﹀
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

　

次
に
﹁
半
透
明
の
歯
車
﹂
が
出
て
く
る
の
は
第
三
章
で
︑
先
輩
の
彫
刻
家
に
会
い
﹁
彼
の
眼
の
中
に
探
偵
に
近
い
表
情
を
感
じ
﹂
る
が
︑﹁
勇

気
に
乏
し
い
癖
に
忽
ち
挑
戦
的
態
度
を
と
る
﹂﹁
僕
の
悪
癖
﹂
か
ら
ど
う
し
て
も
話
を
止
め
ら
れ
な
い
︑
や
は
り
機
械
的
に
話
を
さ
せ
ら
れ
て
い

る
よ
う
な
僕
が
描
か
れ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
彫
刻
家
が
僕
に
と
っ
て
無
気
味
な
色
で
あ
る
﹁
黄
い
ろ
い
﹂
膏
薬
を
貼
っ
て
い
た
こ
と
が
重
要
で
あ

ろ
う
︒
そ
こ
に
﹁
黄
い
ろ
﹂
と
い
う
こ
と
だ
け
が
現
実
的
文
脈
か
ら
切
り
取
ら
れ
蠢
き
出
す
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
作
用
も
働
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
︒
そ
の
後
い
っ
た
ん
﹁
平
和
﹂
を
感
じ
る
﹁
が
︑
そ
れ
も
長
い
こ
と
で
は
な
か
つ
た
︒
僕
の
右
の
目
は
も
う
一
度
半
透
明
の
歯
車
を
感
じ
出
し

た
﹂
と
︑
歯
車
の
登
場
を
迎
え
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
歯
車
を
止
め
る
た
め
に
飲
ん
だ
睡
眠
薬
に
よ
る
夢
の
中
で
﹁
僕
の
復
讐
の
神
︑
─
或
狂
人

の
娘
﹂
に
出
会
い
︑
も
は
や
﹁
静
か
に
死
を
待
つ
老
人
の
や
う
に
﹂
な
る
の
だ
が
︑
や
は
り
そ
こ
に
は
彫
刻
家
と
の
偶
然
の
出
会
い
を
き
っ
か
け

に
︑
僕
を
機
械
的
に
受
動
的
に
押
し
出
し
て
ゆ
く
︿
歯
車
的
運
動
﹀
を
見
出
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

　

最
後
の
﹁
半
透
明
の
歯
車
﹂
は
第
六
章
に
登
場
す
る
︒
後
に
詳
し
く
見
る
が
︑
そ
こ
で
も
周
囲
の
様
々
な
も
の
が
︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
な
り
僕
を
襲

い
︑
そ
の
結
果
僕
の
文
脈
は
︿
歯
車
的
運
動
﹀
を
起
こ
し
回
転
さ
せ
ら
れ
る
︒﹁
何
度
も
立
ち
止
ま
ら
う
と
﹂
し
て
も
歩
み
を
止
め
ら
れ
な
い
僕

の
様
子
が
描
か
れ
る
と
と
も
に
︑
歯
車
の
数
が
増
え
回
転
が
早
ま
っ
て
ゆ
く
の
も
象
徴
的
で
あ
る
︒
死
・
発
狂
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
︿
妄

想
﹀
的
現
実
認
識
の
文
脈
に
そ
っ
て
︑
僕
が
受
動
的
に
押
し
出
さ
れ
て
ゆ
く
︿
歯
車
的
運
動
﹀
が
歯
車
の
幻
影
に
よ
り
暗
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
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明
ら
か
だ
ろ
う
︒

　

以
上
の
歯
車
の
幻
影
が
象
徴
す
る
よ
う
に
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
出
現
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
︑︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
を
強
固
に
し
て
ゆ
く
僕
の

意
識
の
流
れ
＝
物
語
の
推
進
力
は
︑
僕
に
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
力
に
よ
っ
て
押
し
出
さ
れ
て
ゆ
く
︑
受
動
的
感
覚
を
基
調
と
す
る
︿
歯

車
的
運
動
﹀
を
本
質
と
す
る
の
だ
︒

四
．第
四
章
の
持
つ
意
味
─
物
語
の
起
伏

　

た
だ
し
︑﹁
歯
車
﹂
の
僕
の
意
識
は
︿
ノ
イ
ズ
﹀
や
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
の
も
た
ら
す
不
安
の
地
獄
の
中
を
︑
死
や
発
狂
へ
向
か
っ
て
一
直

線
に
流
れ
こ
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
詳
細
に
見
れ
ば
︑
そ
こ
に
多
少
の
起
伏
が
あ
る
︒
そ
の
こ
と
が
顕
著
に
見
て
取
れ
る
の
が
第
四
章
で
あ

る
︒
第
四
章
を
最
初
か
ら
見
て
ゆ
く
と
︑
僕
は
や
っ
と
﹁
前
の
短
篇
﹂
を
書
き
上
げ
﹁
精
神
的
強
壮
剤
﹂
を
求
め
て
銀
座
の
本
屋
へ
行
く
︒
そ
の

途
次
︑
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
上
に
転
が
る
紙
屑
に
﹁
薔
薇
の
花
﹂
を
見
出
し
︑﹁
僕
は
何
も
の
か
の
好
意
を
感
じ
﹂
る
︒
本
屋
で
は
﹁
目
金
を
か
け

た
小
娘
が
一
人
何
か
店
員
と
話
し
て
い
た
の
は
僕
に
は
気
が
か
り
に
な
ら
な
い
こ
と
も
な
か
っ
た
﹂
が
︑
僕
は
﹁
紙
屑
の
薔
薇
の
花
﹂
を
思
い

出
し
て
そ
の
場
を
や
り
過
ご
す
︒
そ
の
後
入
っ
た
カ
フ
ェ
で
も
︑﹁
恋
人
同
士
の
よ
う
に
顔
を
近
づ
け
て
話
し
合
﹂
う
親
子
に
﹁
現
世
を
地
獄
に

す
る
﹂﹁
親
和
力
﹂
を
見
出
す
が
︑
そ
こ
で
も
﹁
僕
は
ま
た
苦
し
み
に
陥
る
の
を
恐
れ
﹂
て
本
屋
で
買
っ
た
﹁
メ
リ
メ
エ
の
書
簡
集
﹂
に
目
を
移

し
︑
気
を
強
く
し
て
﹁
何
で
も
来
い
﹂
と
い
う
気
に
な
る
︒
ま
た
︑
額
縁
屋
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
の
﹁
髪
を
逆
立
て
た
天
才
そ
の
も
の
ら
し

い
﹂﹁
ベ
エ
ト
オ
ヴ
エ
ン
の
肖
像
画
﹂
に
対
し
て
も
︑
そ
れ
を
﹁
滑
稽
﹂
に
思
う
ほ
ど
余
裕
を
持
っ
て
眺
め
る
︒

　

路
上
で
出
会
う
も
の
︑
他
人
の
会
話
︑
肖
像
画10

な
ど
︑
こ
れ
ま
で
で
あ
れ
ば
︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
な
っ
て
僕
に
襲
い
か
か
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
も
の

が
︑
こ
こ
で
は
そ
う
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
ろ
﹁
何
も
の
か
の
好
意
﹂
す
ら
見
出
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
も
︿
妄
想
﹀
か
も
し
れ
な
い
が
︑
自

身
を
強
く
す
る
た
め
に
そ
れ
を
う
ま
く
利
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
後
﹁
ふ
と
出
会
っ
た
﹂
大
学
教
授
の
旧
友
と
会
話
を
し
て
い
る

最
中
に
︑
言
葉
が
う
ま
く
発
音
で
き
な
く
な
っ
た
り
︑
相
手
の
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
遣
い
が
気
に
な
っ
た
り
し
て
︑
僕
は
い
つ
も
の
よ
う
に
不
安

に
陥
り
︑
往
来
の
﹁
紙
屑
﹂
も
今
度
は
﹁
僕
等
人
間
の
顔
の
や
う
に
も
見
え
﹂︑
僕
を
不
安
に
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
︒
が
︑
そ
れ
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で
も
再
び
﹁
僕
は
も
う
一
度
紙
屑
の
薔
薇
の
花
を
思
い
出
し
な
が
ら
︑
努
め
て
し
っ
か
り
と
歩
い
て
行
つ
た
﹂
と
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
や
︿
妄
想
﹀
的

現
実
認
識
の
暴
走
を
自
ら
食
い
止
め
て
い
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
︑
第
四
章
で
は
︿
ノ
イ
ズ
﹀
や
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
が
︑
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
︒
そ
れ
が

は
っ
き
り
見
て
取
れ
る
の
は
︑
僕
が
﹁
曖
昧
な
言
葉
を
繰
り
返
し
て
伝
へ
る
ば
か
り
﹂
の
電
話
の
声
の
中
に
﹁
モ
オ
ル
﹂
と
い
う
言
葉
だ
け
聞
き

取
っ
た
︑
第
四
章
末
尾
の
次
の
場
面
だ
ろ
う
︒

　
﹁
モ
オ
ル
─M

ole......
﹂

モ
オ
ル
は
鼹も

ぐ
ら

鼠も
ち

と
云
ふ
英
語
だ
つ
た
︒
こ
の
連
想
も
僕
に
は
愉
快
で
は
な
か
つ
た
︒
が
︑
僕
は
二
三
秒
の
後
︑M

ole

をla m
ort

に
綴
り
直

し
た
︒
ラ
・
モ
オ
ル
は
︑
─
死
と
云
ふ
仏
蘭
西
語
は
忽
ち
僕
を
不
安
に
し
た
︒
死
は
姉
の
夫
に
迫
つ
て
ゐ
た
や
う
に
僕
に
も
迫
つ
て
ゐ
る

ら
し
か
つ
た
︒
け
れ
ど
も
僕
は
不
安
の
中
に
も
何
か
可
笑
し
さ
を
感
じ
て
ゐ
た
︒
の
み
な
ら
ず
い
つ
か
微
笑
し
て
ゐ
た
︒
こ
の
可
笑
し
さ
は

何
の
為
に
起
る
か
？
─
そ
れ
は
僕
自
身
に
も
わ
か
ら
な
か
つ
た
︒

　

唐
突
に
自
分
の
時
間
の
中
に
言
葉
だ
け
が
︵
話
し
手
の
姿
は
目
前
に
な
く
︶
入
り
込
ん
で
く
る
電
話
︑
し
か
も
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
言
葉

は
曖
昧
で
︑
文
脈
も
わ
か
ら
ず
に
唯
一
聞
き
取
れ
た
﹁
モ
オ
ル
﹂
と
い
う
一
語
が
︑
今
ま
で
見
て
き
た
︿
ノ
イ
ズ
﹀
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ

う
︒
そ
れ
は
︑︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
に
組
み
込
ま
れ
る
べ
き
﹁
死
と
云
ふ
仏
蘭
西
語
﹂
ま
で
ず
ら
さ
れ
て
ゆ
く
が
︑
し
か
し
こ
こ
で
の
﹁
僕
は

不
安
の
中
に
も
何
か
可
笑
し
さ
を
感
じ
﹂
て
﹁
微
笑
﹂
す
ら
す
る
余
裕
も
見
ら
れ
る
︒
そ
し
て
︑
注
意
す
べ
き
は
こ
の
引
用
部
分
の
直
後
に
︑
僕

が
か
つ
て
逃
げ
出
し
た
鏡
の
前
に
立
つ
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と
だ
︒
先
に
は
﹁
骨
組
み
を
露
わ
﹂
に
し
て
い
た
鏡
の
中
の
﹁
僕
の
影
﹂
は
︑

﹁
勿
論
微
笑
し
て
い
た
﹂
＝
も
は
や
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
に
基
づ
い
た
幻
視
を
し
て
い
な
い
︒
と
は
い
え
︑
完
全
に
︿
妄
想
﹀
か
ら
抜
け
出
し

て
い
る
わ
け
で
も
な
く
︑
鏡
か
ら
﹁
第
二
の
僕
﹂
を
思
い
浮
か
べ
る
僕
だ
が
︑﹁
死
は
あ
る
い
は
僕
よ
り
第
二
の
僕
に
来
る
の
か
も
知
れ
な
か
つ

た
﹂
と
︑
先
に
﹁
紙
屑
﹂
を
﹁
薔
薇
の
花
﹂
に
見
立
て
た
の
と
同
様
︑
自
身
の
不
安
を
払
拭
す
る
の
に
む
し
ろ
利
用
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
︒
さ
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ら
に
死
が
﹁
も
し
ま
た
僕
に
来
た
と
し
て
も
︑
─
﹂
と
想
定
し
て
も
い
る
が
︑
こ
の
﹁
来
た
と
し
て
も
﹂
と
い
う
表
現
と
こ
の
第
四
章
の
章
題

﹁
ま
だ
？
﹂
を
参
照
す
れ
ば
︑
そ
の
後
に
省
略
さ
れ
た
言
葉
は
〝
ま
だ
先
か
も
し
れ
な
い
？
〟
な
ど
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
よ

う
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
こ
の
場
面
は
先
に
み
た
第
一
章
の
鏡
の
場
面
の
裏
返
し
と
な
っ
て
お
り
︑
第
四
章
の
僕
は
ど
こ
か
余
裕
が
あ
り
︑
今
ま
で

と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒

　

僕
の
こ
の
変
化
は
︑
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
も
そ
も
︑
ど
う
し
て
︿
ノ
イ
ズ
﹀
や
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
を
多
少
な
り
と

も
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
ほ
ど
に
︑
第
四
章
の
僕
は
な
り
え
た
の
だ
ろ
う
か
︒
一
つ
に
は
直
前
の
第
三
章
末
尾
︑
夢
の
奥
底
で
﹁
僕
の
復
讐
の

神
﹂
の
正
体
と
し
て
﹁
或
狂
人
の
娘
﹂
に
辿
り
着
い
た
こ
と
が
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
か
︒
夢
の
後
﹁
長
年
の
病
苦
に
悩
み
抜
い
た
揚
句
︑

静
か
に
死
を
待
っ
て
い
る
老
人
の
よ
う
﹂
な
気
持
ち
に
な
る
僕
に
は
︑
自
ら
を
脅
か
す
正
体
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
で
︑
動
揺
よ
り
も
諦
め
の

持
つ
安
ら
か
さ
が
漂
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
︒
ま
た
︑
第
四
章
冒
頭
で
﹁
や
っ
と
前
の
短
篇
を
書
き
上
げ
﹂
て
い
る
こ
と
も
大
き
い
の
か
も

し
れ
な
い
︒﹁
歯
車
﹂
に
お
け
る
書
く
行
為
が
︑﹁
死
と
地
獄
に
吸
引
さ
れ
て
い
く
︿
僕
﹀﹂
に
﹁
個
を
回
復
﹂
さ
せ
﹁
宿
命
の
不
安
か
ら
瞬
時
で

も
逃
れ
る11

﹂
─
あ
た
か
も
︿
ノ
イ
ズ
﹀
に
襲
わ
れ
︑︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
に
陥
る
こ
と
へ
の
抵
抗
手
段
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ

と
は
︑
僕
の
創
作
に
向
か
っ
て
い
る
場
面
を
追
っ
て
ゆ
け
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
︒

　

だ
が
︑
こ
れ
ら
の
見
解
は
結
局
こ
れ
以
上
︑
つ
ま
り
状
況
か
ら
の
推
測
の
域
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で

き
る
ほ
ど
に
︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
襲
撃
や
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
が
緩
む
の
も
︑
結
局
そ
れ
を
感
じ
る
の
は
﹁
自モ

ワ我
で
な
い
主
体
の
分
身
﹂
と
し
て

の
僕
の
な
せ
る
業
で
あ
り
︑﹁
主
体
の
自モ

ワ我
﹂
か
ら
す
れ
ば
ま
さ
に
言
葉
通
り
﹁
そ
れ
は
僕
自
身
に
も
わ
か
ら
な
﹂
い
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
む
し

ろ
︑
こ
の
第
四
章
の
僕
の
変
化
の
原
因
が
﹁
わ
か
ら
な
﹂
い
こ
と
こ
そ
︑
こ
の
小
説
の
僕
の
主
体
を
統
一
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
は
な
ら
な
い

こ
と
の
証
左
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

　

た
だ
一
方
で
︑
少
な
く
と
も
こ
の
第
四
章
に
よ
っ
て
物
語
の
展
開
に
起
伏
が
も
た
ら
さ
れ
︑
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と

も
事
実
で
あ
る
︒
僕
の
変
化
の
原
因
は
と
も
か
く
︑
こ
の
物
語
中
盤
の
章
に
お
い
て
︵
第
一
章
の
裏
返
し
と
思
わ
せ
る
場
面
ま
で
も
が
組
み
こ
ま

れ
て
︶
こ
れ
ま
で
の
僕
の
意
識
の
流
れ
か
ら
の
︿
転
﹀
が
際
立
つ
こ
と
に
よ
り
︑
物
語
に
起
伏
が
生
ま
れ
︑
こ
の
後
の
僕
が
一
気
に
﹁
最
後
の



─ 210─

時
﹂
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
ゆ
く
︑
そ
の
意
識
の
流
れ
を
加
速
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
も
映
る
︒
こ
れ
も
﹁
歯
車
﹂
と
い
う
物
語
の
推
進
力
の
一
つ
に

な
っ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
︒

五
．〈
反
復
〉
の
現
象
と
、
芥
川
晩
年
の
〈
狂
気
〉
に
対
す
る
認
識

　

さ
て
︑﹁
歯
車
﹂
の
特
に
後
半
部
の
僕
の
意
識
の
流
れ
の
推
進
力
に
つ
い
て
考
え
る
時
に
︑
注
目
さ
れ
る
現
象
が
︿
反
復
﹀
で
あ
る
︒
た
と
え

ば
︑
第
五
章
で
僕
は
バ
ア
に
行
き
ウ
イ
ス
キ
ー
を
注
文
す
る
が
︑﹁B

lack and W
hite

ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
﹂
と
言
わ
れ
て
そ
れ
を
飲
む
︒

そ
の
時
は
特
に
気
に
留
め
る
こ
と
の
な
い
こ
の
ウ
イ
ス
キ
ー
の
銘
柄
が
︑
そ
の
後
ホ
テ
ル
で
受
け
取
っ
た
郵
便
物
の
中
の
﹁
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ツ
ヒ
の

本
屋
﹂
か
ら
の
﹁
小
論
文
﹂
執
筆
依
頼
に
あ
っ
た
﹁
日
本
画
の
や
う
に
黒
と
白
の
外
に
色
彩
の
な
い
女
の
肖
像
画
﹂
と
い
っ
た
言
葉
か
ら
︑
改
め

て
思
い
出
さ
れ
て
︑
僕
は
そ
の
依
頼
状
を
破
い
て
し
ま
う
ほ
ど
に
動
揺
す
る
︒
電
話
と
同
様
に
唐
突
に
自
分
の
時
間
に
言
葉
だ
け
が
入
り
込
ん
で

く
る
郵
便
物
と
い
う
も
の
︑
し
か
も
﹁
な
ぜ
彼
等
は
特
に

0

0

僕
に
か
う
云
ふ
小
論
文
を
書
か
せ
る
の
か
﹂
と
い
う
問
い
の
誘
発
と
と
も
に
︑
文
脈
が

全
く
わ
か
ら
な
い
ま
ま
﹁
黒
と
白
﹂
と
い
う
一
語
だ
け
が
切
り
離
さ
れ
て
浮
遊
し
だ
す
─
こ
の
言
葉
も
︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
化
し
て
︑
こ
こ
で
僕

を
襲
う
存
在
に
変
化
す
る
の
だ
︵
同
時
に
そ
こ
か
ら
遡
及
的
に
︑
先
の
バ
ア
でB

lack and W
hite

を
飲
ん
だ
こ
と
︑
特
に
そ
れ
し
か
な
か
っ
た

こ
と
に
何
か
意
味
が
あ
る
よ
う
に
︑
僕
に
は
思
わ
れ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
︶︒
第
六
章
で
は
︑
さ
ら
に
こ
の
︿
ノ
イ
ズ
﹀
が
執
拗
に
︿
反
復
﹀
す

る
こ
と
に
な
る
︒﹁
僅
か
に
二
三
町
﹂
の
往
来
を
通
る
う
ち
に
︑﹁
半
面
だ
け
黒
い
犬
は
四
度
も
僕
の
側
を
通
つ
て
行
﹂
く
︒
す
れ
違
っ
た
近
所
の

﹁
被
害
妄
想
狂
の
瑞
典
人
﹂﹁
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
ル
グ
の
タ
イ
も
黒
と
白
だ
つ
た
﹂︒
そ
の
た
め
﹁
僕
に
は
ど
う
し
て
も
偶
然
で
あ
る
と
は
考
へ
ら
れ

な
﹂
く
な
り
︑﹁
僕
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
疑
問
を
解
か
う
と
あ
せ
﹂
ら
さ
れ
る
の
だ
︒

　

こ
の
︿
反
復
﹀
と
い
う
現
象
は
僕
の
意
識
の
流
れ
に
︑
あ
る
い
は
﹁
歯
車
﹂
と
い
う
物
語
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
︒
ま
ず
︑
僕
が
こ
れ
ら
の

︿
反
復
﹀
に
よ
っ
て
︑
目
の
前
で
起
き
て
い
る
︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
降
り
そ
そ
ぎ
が
単
な
る
﹁
偶
然
﹂
と
は
思
え
な
く
な
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
換

言
す
れ
ば
︑﹁
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
疑
問
﹂
が
そ
こ
に
誘
発
さ
れ
︑﹁
偶
然
﹂
以
上
の
文
脈
＝︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
を
導
入
す
る
こ
と
が
正
当
化

さ
れ
る
︒
そ
し
て
︑
さ
ら
に
こ
の
﹁
偶
然
﹂
性
を
否
定
す
る
︿
反
復
﹀
の
効
果
に
よ
り
︑
読
者
に
お
い
て
も
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
が
単
に
︿
妄
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想
﹀
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
な
く
な
り
︑
多
少
な
り
と
も
リ
ア
リ
テ
ィ
︵
そ
の
線
で
考
え
て
み
る
価
値
︶
を
持
ち
出
す
︒
そ
の
結
果
︑
読
者
の
想
像

が
小
説
本
文
に
は
何
も
書
か
れ
て
い
な
く
て
も
勝
手
に
そ
れ
に
沿
っ
て
動
き
出
す
︑
と
い
う
こ
と
も
起
こ
っ
て
く
る
の
だ
︒

　

こ
う
し
た
︿
反
復
﹀
の
現
象
は
第
一
章
か
ら
︑
そ
れ
こ
そ
レ
エ
ン
・
コ
オ
ト
な
ど
に
お
い
て
既
に
実
践
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
物
語
後
半
部

の
第
五
・
六
章
に
お
い
て
︑
僕
が
﹁
最
後
の
時
﹂
や
﹁
僕
の
一
生
で
最
も
恐
ろ
し
い
経
験
﹂
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
ゆ
く
︑
そ
の
意
識
の
流
れ
を
作

り
出
し
て
ゆ
く
︵
物
語
の
推
進
力
と
な
り
読
者
を
巻
き
込
ん
で
ゆ
く
︶
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
の
道
筋
を

も
う
少
し
追
っ
て
ゆ
こ
う
︒
僕
は
妻
の
実
家
へ
行
っ
た
そ
の
帰
り
道
︑
親
友
が
﹁
春
の
い
る
家
﹂
と
呼
ん
で
い
た
家
が
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
︒

火
事
─
僕
は
す
ぐ
に
か
う
考
へ
︑
そ
ち
ら
を
見
な
い
や
う
に
歩
い
て
行
つ
た
︒
す
る
と
自
転
車
に
乗
つ
た
男
が
一
人
ま
つ
す
ぐ
に
向
う
か

ら
近
づ
き
出
し
た
︒︵
中
略
︶
僕
は
ふ
と
彼
の
顔
に
姉
の
夫
の
顔
を
感
じ
︑
彼
の
目
の
前
へ
来
な
い
う
ち
に
横
の
小
み
ち
へ
は
ひ
る
こ
と
に

し
た
︒
し
か
し
こ
の
小
み
ち
の
ま
ん
中
に
も
腐
つ
た
鼹も

ぐ
ら

鼠も
ち

の
死
骸
が
一
つ
腹
を
上
に
し
て
転
が
つ
て
ゐ
た
︒

　

何
も
の
か
の
僕
を
狙
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
一
足
毎
に
僕
を
不
安
に
し
出
し
た
︒
そ
こ
へ
半
透
明
の
歯
車
も
一
つ
づ
つ
僕
の
視
野
を
遮
り
出
し

た
︒
僕
は
愈
最
後
の
時
の
近
づ
い
た
こ
と
を
恐
れ
な
が
ら
︑︵
中
略
︶
歯
車
は
数
の
殖
ゑ
る
に
つ
れ
︑
だ
ん
だ
ん
急
に
ま
は
り
は
じ
め
た
︒

僕
は
動
悸
の
高
ま
る
の
を
感
じ
︑
何
度
も
道
ば
た
に
立
ち
止
ま
ら
う
と
し
た
︒
け
れ
ど
も
誰
か
に
押
さ
れ
る
や
う
に
立
ち
止
ま
る
こ
と
さ
へ

容
易
で
は
な
か
っ
た
︒
︙
︙

　

先
述
し
た
﹁
半
透
明
の
歯
車
﹂
が
現
れ
る
最
後
の
場
面
だ
が
︑﹁
火
事
﹂
は
義
兄
の
自
殺
の
原
因
と
し
て
︵
だ
か
ら
こ
こ
で
自
転
車
の
男
に

﹁
姉
の
夫
の
顔
を
感
じ
﹂
た
の
だ
ろ
う
︶︑
あ
る
い
は
僕
が
﹁
東
京
へ
帰
る
度
に
必
ず
日
の
燃
え
る
の
を
見
た
﹂
り
し
た
こ
と
が
僕
に
迫
る
死
の
暗

示
と
し
て
︑
既
に
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
た
︒
ま
た
︑﹁
鼹も

ぐ
ら

鼠も
ち

﹂
も
先
に
み
た
よ
う
に
第
四
章
で
死
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
︑
さ
ら
に
第
五
章

で
は
﹁
鼹も

ぐ
ら

鼠も
ち

の
や
う
に
﹂
ホ
テ
ル
の
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
小
説
を
書
い
た
僕
自
身
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
︑
や
は
り
︿
反
復
﹀
さ
れ
て
き
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た
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
︿
反
復
﹀
の
現
象
が
積
み
重
ね
ら
れ
た
先
だ
か
ら
こ
そ
︑
僕
は
︵
あ
る
い
は
読
者
と
し
て
も
︶﹁
最
後
の
時
の
近

づ
い
た
こ
と
﹂
を
実
感
す
る
よ
う
に
な
る
︒
し
か
も
︑
そ
う
し
た
︿
反
復
﹀
は
物
語
の
中
で
必
ず
し
も
反
復
で
あ
る
こ
と
が
明
示
的
に
書
か
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
ら
を
結
び
付
け
て
︿
反
復
﹀
を
見
出
す
の
は
読
者
自
身
な
の
だ
︒

　

こ
の
後
︑
歯
車
の
幻
視
の
付
随
症
状
と
し
て
の
頭
痛
を
こ
ら
え
て
︑
自
宅
の
二
階
で
仰
向
け
に
な
り
休
ん
で
い
る
と
︑
僕
が
﹁
死
ん
で
し
ま
い

さ
う
な
気
が
し
﹂
て
妻
が
駆
け
上
が
っ
て
く
る
﹁
僕
の
一
生
で
最
も
恐
ろ
し
い
経
験
﹂
が
起
る
の
だ
が
︑
同
時
に
僕
は
﹁
眶
の
裏
に
銀
色
の
羽
根

を
鱗
の
や
う
に
畳
ん
だ
翼
﹂
を
見
出
し
て
い
る
︒
こ
の
﹁
翼
﹂
と
い
う
一
語
は
︑
妻
の
言
葉
と
一
緒
に
読
め
ば
昇
天
の
イ
メ
ー
ジ
を
齎
す
だ
ろ
う

が
︑
そ
れ
と
と
も
に
こ
こ
ま
で
︿
反
復
﹀
の
現
象
に
何
度
も
出
会
っ
て
き
た
読
者
は
︑
こ
の
物
語
最
終
部
で
﹁
翼
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た

時
︑
自
ず
と
そ
れ
が
物
語
の
中
で
︿
反
復
﹀
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
思
い
至
る
は
ず
だ
︒
第
一
章
と
第
三
章
の
末
尾
に
出
て
く
る
︑
姿
は
見
え
ね
ど

音
だ
け
は
す
る
無
気
味
な
﹁
翼
の
音
﹂︑
第
五
章
で
は
﹁
自
動
車
の
タ
イ
ア
ア
に
翼
の
あ
る
商
標
﹂
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
イ
カ
ロ
ス
の
翼
︑
あ
る

い
は
﹁
エ
エ
ア
・
シ
ツ
プ
﹂
と
い
う
名
の
た
ば
こ
︑
第
六
章
で
は
突
然
頭
上
に
現
れ
た
飛
行
機
な
ど
な
ど
︑
い
ず
れ
も
﹁
翼
﹂
に
関
わ
る
存
在
は

︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
し
て
僕
を
脅
か
し
続
け
て
き
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
最
後
の
場
面
で
も
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
と
︑
読
者
は
そ
の
繫
が
り
が
本
文
に

は
直
接
書
か
れ
て
い
な
く
と
も
︑
勝
手
に
僕
の
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
に
乗
っ
か
っ
て
︿
反
復
﹀
を
見
出
し
︑
解
釈
す
る
の
で
は
な
い
か
︒

　

そ
も
そ
も
﹁
歯
車
﹂
は
︑﹁
神
経
﹂
を
病
ん
で
い
る
自
覚
の
あ
る
僕
に
よ
る
一
人
称
語
り
だ
け
で
︑
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
神

経
﹂
を
病
ん
で
い
な
い
︿
正
常
﹀
な
感
覚
が
と
ら
え
る
世
界
と
い
っ
た
︑
僕
の
語
り
の
外
部
は
設
定
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
︒
そ
の
た
め
︑
ど
こ
ま

で
が
僕
の
幻
覚
の
世
界
で
ど
こ
か
ら
が
実
際
の
世
界
な
の
か
︑
そ
の
境
界
線
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
︒
先
に
見
た
﹁
オ
オ
ル
・
ラ
イ

ト
﹂
と
い
う
言
葉
や
︑
結
婚
披
露
式
で
﹁
伝
説
的
動
物
﹂
の
話
を
し
て
い
る
中
で
出
て
き
た
蛆
な
ど
︑
疑
い
出
せ
ば
﹁
歯
車
﹂
に
登
場
す
る
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
僕
に
よ
る
幻
覚
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
く
る
︒
そ
う
し
た
幻
覚
と
現
実
の
境
界
線
が
判
然
と
し
な
い
物
語
世
界
︑
し
か
も
︿
反
復
﹀

の
効
果
に
よ
っ
て
僕
ば
か
り
か
読
者
ま
で
も
が
矢
継
ぎ
早
の
︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
降
り
そ
そ
ぎ
に
︑
も
は
や
そ
れ
を
﹁
偶
然
﹂
と
思
え
な
く
な
り
︑
僕

の
︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
に
乗
っ
か
っ
て
世
界
を
解
釈
し
だ
す
︒
そ
の
結
果
︑
最
初
は
︿
狂
気
﹀
じ
み
て
見
え
た
僕
と
の
距
離
が
縮
ま
り
︑
場
合

に
よ
っ
て
は
自
分
の
中
に
も
僕
と
同
様
の
面
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
出
す
─
こ
の
瞬
間
︑
読
者
の
前
に
は
︿
狂
気
﹀
と
︿
正
常
﹀
の
境
界
線
が
揺
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ら
ぐ
世
界
が
広
が
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
少
な
く
と
も
︑
自
分
が
立
っ
て
い
る
場
所
が
完
全
に
︿
正
常
﹀
だ
と
は
簡
単
に
言
え
な
い
懐

疑
を
常
に
抱
き
な
が
ら
︑
物
語
世
界
を
読
み
進
ん
で
ゆ
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
︒

　

こ
う
し
た
物
語
世
界
は
芥
川
晩
年
の
作
品
に
多
く
︑
こ
こ
に
芥
川
晩
年
の
︿
狂
気
﹀
に
対
す
る
認
識
の
反
映
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
河
童
﹂︵﹃
改
造
﹄
一
九
二
七
年
三
月
︶
で
は
︑﹁
早
発
性
痴
呆
症
﹂
の
患
者
﹁
第
二
十
三
号
﹂
の
語
る
話
を
︑
聞
き
手

の
﹁
僕
﹂
が
報
告
す
る
︵
前
後
に
報
告
者
の
僕
の
言
葉
が
入
る
︶
枠
小
説
の
形
式
を
と
る
︒
従
来
︑
こ
の
枠
の
機
能
に
注
目
す
る
あ
ま
り
︑﹁
河

童
﹂
で
は
﹁
歯
車
﹂
と
異
な
っ
て
︿
狂
気
﹀
と
︿
正
常
﹀
の
境
界
線
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
い
か
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
が12

︑
稿
者
は
そ
の
よ
う
に
捉

え
な
い
︒﹁
河
童
﹂
で
は
前
枠
に
あ
た
る
﹁
序
﹂
で
︑
第
二
十
三
号
が
﹁
出
て
行
け
！
こ
の
悪
党
め
が
！
﹂
と
拳
骨
を
ふ
り
ま
わ
し
な
が
ら
怒
鳴

っ
て
話
を
終
え
た
こ
と
が
︑
報
告
者
の
僕
に
よ
っ
て
前
も
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑﹁
河
童
﹂
の
最
終
章
で
あ
る
第
十
七
章
に
は
そ
の
場
面

が
な
い
︒
正
確
に
い
う
な
ら
︑
第
二
十
三
号
の
話
が
彼
の
暴
れ
出
す
方
へ
行
き
か
け
た
時
に
﹁
Ｓ
博
士
﹂︵
第
二
十
三
号
が
入
っ
て
い
る
精
神
病

院
の
医
者
︶
が
﹁
そ
の
話
は
お
よ
し
な
さ
い
﹂
と
注
意
し
て
︑
彼
の
暴
動
を
未
然
に
防
い
で
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
報
告
者
の
僕
が
第
二
十

三
号
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
う
ち
に
︑
話
を
終
え
た
時
の
第
二
十
三
号
の
様
子
に
関
す
る
記
憶
が
す
り
替
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
︒
ど
ち
ら

か
が
幻
覚
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
︑
こ
の
矛
盾
す
る
二
つ
の
記
憶
が
一
人
の
人
間
の
精
神
の
中
に
同
居
し
て
し
ま
う
事
態
─
そ

れ
は
第
二
十
三
号
が
陥
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
﹁
早
発
性
痴
呆
症
﹂
＝
統
合
失
調
症
を
思
わ
せ
も
す
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
枠
の
機
能
に
よ
り
︑
報
告

者
の
僕
の
生
き
て
い
る
世
界
は
︑
第
二
十
三
号
の
︿
狂
気
﹀
に
侵
さ
れ
た
世
界
の
外
部
と
し
て
─
︿
正
常
﹀
な
感
覚
が
と
ら
え
る
世
界
と
し
て

超
然
と
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
も
は
や
︑
第
二
十
三
号
の
︿
狂
気
﹀
を
決
定
づ
け
て
い
る
と
さ
れ
る
︑﹁
彼
︵
第
二
十
三
号
の
こ
と

─
西
山
注
︶
は
古
い
電
話
帳
を
ひ
ろ
げ
︑
か
う
云
ふ
詩
を
お
ほ
声
に
読
み
は
じ
め
た
﹂
等
の
報
告
者
の
僕
の
言
葉
は
︑
読
者
に
と
っ
て
す
ぐ
さ

ま
信
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
存
在
し
な
い
︒﹁
河
童
﹂
に
お
い
て
も
や
は
り
﹁
歯
車
﹂
同
様
︑
読
者
の
前
に
は
︿
狂
気
﹀
と
︿
正
常
﹀
の
境
界

線
の
揺
ら
ぐ
世
界
が
︑
実
は
枠
の
内
外
と
も
に
広
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
少
な
く
と
も
︑
こ
こ
が
︿
正
常
﹀
な
世
界
だ
と
簡
単
に
言
え
る

安
全
地
帯
は
物
語
の
中
に
な
く
︑
読
者
は
ど
こ
か
ら
が
︿
妄
想
﹀
で
ど
こ
か
ら
が
︿
現
実
﹀
か
判
然
と
見
定
め
ら
れ
な
い
ま
ま
︑
物
語
世
界
に
改

め
て
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
︒
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そ
う
し
た
物
語
世
界
を
︑
精
神
を
病
ん
で
い
る
と
自
覚
す
る
者
自
身
の
意
識
の
流
れ
に
即
し
て
内
よ
り
描
く
﹁
歯
車
﹂
に
対
し
て
︑﹁
河
童
﹂

は
自
ら
が
病
ん
で
い
る
自
覚
の
な
い
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
︿
正
常
﹀
の
側
に
自
ら
を
位
置
付
け
る
で
あ
ろ
う
者
が
外
へ
発
し
た
言
葉
の
破
綻
だ

け
か
ら
描
く
︒
そ
う
し
た
違
い
は
あ
る
に
し
ろ
︑
作
品
世
界
内
の
︿
狂
気
﹀
と
︿
正
常
﹀
の
境
界
線
が
揺
ら
ぐ
こ
と
で
︑
読
者
は
信
じ
ら
れ
る
安

定
し
た
場
所
や
ス
ト
ー
リ
ー
を
見
出
せ
ず
に
立
ち
往
生
す
る
よ
う
な
世
界
に
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
︒
そ
う
し
た
物
語
構
造
は
︑﹁
二
つ
の
手
紙
﹂

︵﹃
黒
潮
﹄
一
九
一
七
年
九
月
︶
や
﹁
奇
怪
な
再
会
﹂︵﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄
夕
刊
︑
一
九
二
一
年
一
月
五
日
～
二
月
二
日
︶
と
い
っ
た
芥
川
の
前
・

中
期
の
︿
狂
気
﹀
を
扱
っ
た
作
品
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い13

︒
こ
こ
に
︑
晩
年
の
芥
川
の
︿
狂
気
﹀
に
対
す
る
認
識
の
反
映
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

註1 

﹁
芥
川
龍
之
介
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
﹂︵
鈴
木
暁
世
﹃
越
境
す
る
想
像
力　

日
本
近
代
文
学
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
﹄
大
阪
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一

四
・
二
︶︒

2 
 

﹁
芥
川
龍
之
介
と
森
田
正
馬
─
﹃
歯
車
﹄
と
﹃
神
経
質
及
神
経
衰
弱
症
の
療
法
﹄
を
中
心
に
─
﹂︵﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
二
〇
一
五
・
五
︶︒
な
お
︑

同
論
文
と
本
稿
と
は
分
析
対
象
が
同
じ
こ
と
か
ら
多
少
重
な
る
面
が
あ
る
こ
と
を
︑
予
め
お
断
り
し
て
お
く
︒

3 

本
稿
で
は
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
の
定
義
を
広
く
捉
え
︑
様
々
な
事
象
が
従
来
の
安
定
し
た
象
徴
体
系
︵
そ
れ
に
基
づ
く
文
脈
︶
か
ら
切
り
離
さ
れ
︑
異
分
子

的
存
在
と
し
て
突
如
僕
の
周
囲
に
立
ち
現
わ
れ
脅
か
す
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒﹁
雑
音
と
は
そ
れ
故
︑
そ
れ
自
身
独
自
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な

く
︑
そ
れ
を
含
ん
だ
シ
ス
テ
ム
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
存
在
す
る
﹂
す
な
わ
ち
﹁
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
構
成
す
る
コ
ー
ド
の
破
壊
︑
無
秩
序
﹂
で
あ
り
︑

﹁
通
信
を
乱
し
︑
遮
断
し
︑
挫
折
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
殺
人
の
模
倣
で
あ
﹂
り
︑
そ
の
﹁
暴
力
性
﹂﹁
そ
れ
が
呼
び
起
こ
す
恐
怖
﹂
が
強
力
ゆ

え
に
︑
人
々
は
何
ら
か
の
形
で
﹁
雑
音
の
方
向
づ
け
﹂
を
欲
望
す
る
─
と
い
う
Ｊ
・
ア
タ
リ
﹃
ノ
イ
ズ　

音
楽
／
貨
幣
／
雑
音
﹄︵
み
す
ず
書
房
︑

二
〇
一
二
・
四
改
版
︶
の
概
念
を
参
照
し
て
用
い
て
い
る
︒
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4 

意
味
や
文
脈
を
失
っ
た
言
葉
や
事
象
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
本
稿
の
︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
い
う
観
点
と
は
別
に
︑
た
と
え
ば
清
水
康
次
﹃
芥
川
文
学
の

方
法
と
世
界
﹄︵
和
泉
書
院
︑
一
九
九
四
・
四
︶
や
佐
々
木
雅
發
﹃
芥
川
龍
之
介　

文
学
空
間
﹄︵
翰
林
書
房
︑
二
〇
〇
三
・
九
︶
等
で
も
探
ら
れ
て
き

た
︒
が
︑
そ
れ
ら
も
こ
こ
で
問
題
提
起
し
た
こ
と
ま
で
は
論
を
進
め
て
い
な
い
︒
本
稿
は
﹁
確
固
と
し
た
︿
意
味
﹀
を
失
っ
て
い
る
﹂︵
佐
々
木
論
文
︶

言
葉
や
事
象
が
立
ち
現
れ
る
理
由
─
そ
れ
ら
を
前
に
し
て
僕
の
意
識
の
根
底
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は
何
か
︑
と
い
う
こ
と
ま
で
︑
J
・
ラ
カ
ン

﹃
精
神
病
﹄︵
注
六
参
照
︶
等
を
参
照
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒

5 

尾
川
浩
・
金
関
猛
訳
﹃
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
回
想
録　

あ
る
神
経
病
患
者
の
手
記
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
九
一
・
一
︶
ほ
か
参
照
︒
ま
た
︑
熊
谷
哲
哉
﹃
言
葉

と
狂
気
─
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
と
正
規
転
換
期
ド
イ
ツ
﹄︵
水
声
社
︑
二
〇
一
四
・
三
︶
で
は
﹁
単
な
る
︑
何
の
意
味
も
な
い
音
に
意
味
を
読
み
取
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
︑
そ
の
音
が
ど
こ
の
誰
に
よ
っ
て
︑
ど
の
よ
う
な
目
的
の
た
め
に
発
せ
ら
れ
た
の
か
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
︵
具
体
的
に
は
神
が

病
気
か
ら
の
回
復
を
妨
害
す
る
目
的
で
発
す
る
も
の
と
︑
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
は
捉
え
る
─
西
山
注
︶︑
彼
の
苦
難
は
始
ま
る
﹂
と
さ
れ
る
︒
そ
の
点
で
︑

文
脈
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
意
味
の
な
い
︿
ノ
イ
ズ
﹀
に
︑︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
に
則
っ
て
意
味
を
見
出
し
て
し
ま
う
﹁
歯
車
﹂
の
僕
と
の
共
通
性
が

見
て
取
れ
よ
う
︒

6 

以
下
︑
本
稿
に
お
け
る
ラ
カ
ン
の
引
用
は
す
べ
て
Ｊ
・
ラ
カ
ン
﹃
精
神
病
﹄︵
岩
波
書
店
︑
上
巻
：
一
九
八
七
・
三
︑
下
巻
：
同
・
九
︶
に
よ
る
︒
な

お
︑
ラ
カ
ン
は
本
書
で
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
症
例
を
精
神
病
︵
統
合
失
調
症
︶
と
し
て
捉
え
て
分
析
し
て
い
る
︒﹁
歯
車
﹂
の
僕
が
そ
れ
に
当
た
る
か
︑
そ

れ
と
も
神
経
症
に
当
た
る
か
︑
稿
者
に
は
判
断
が
つ
き
か
ね
る
が
︑
い
ず
れ
に
し
ろ
こ
こ
で
は
幻
覚
や
︿
妄
想
﹀
が
生
み
出
さ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明

ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
本
書
を
参
照
し
て
い
る
︒

7 

他
者
︵
Ａ
︶
と
は
︑
ラ
カ
ン
の
概
念
の
中
で
も
説
明
の
難
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
が
︑
大
雑
把
に
い
う
と
自
ら
が
生
き
る
世
界
を
規
定
し
て
い
る
象

徴
体
系
を
︑
主
体
の
中
に
お
い
て
引
き
受
け
る
︵
契
約
を
交
わ
す
︶
場
と
で
も
い
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
︒

8 

石
割
透
﹁﹃
歯
車
﹄
を
読
む
﹂︵
海
老
井
英
次
ほ
か
編
﹃
作
品
論　

芥
川
龍
之
介
﹄︑
双
文
社
出
版
︑
一
九
九
〇
・
一
二
に
収
録
︶︒
ま
た
︑
副
田
賢
二

﹁﹁
帰
結
﹂
か
ら
の
逸
脱
─
﹁
歯
車
﹂
の
︿
論
理
﹀
を
め
ぐ
っ
て
─
﹂︵﹃
三
田
国
文
﹄
二
〇
〇
〇
・
三
︶
で
も
︑
僕
を
﹁
演
技
的
な
運
動
体
﹂
と
し

て
捉
え
て
い
る
︒

9 

三
島
譲
ほ
か
編
﹃﹁
歯
車
﹂
の
迷
宮
─
注
釈
と
考
察
─
﹄︵
花
書
院
︑
二
〇
〇
九
・
一
二
︶
で
は
︑
旧
約
・
新
約
両
方
の
蛆
に
関
す
る
記
述
を
検
討

し
て
﹁
永
遠
の
腐
敗
︑
責
め
苦
の
象
徴
﹂︑﹁
罪
人
の
身
に
食
い
入
る
蛆
の
イ
メ
ー
ジ
﹂
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
注
釈
し
て
い
る
︒

10 

﹁
歯
車
﹂
で
は
︑
こ
の
他
に
も
義
兄
と
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
肖
像
画
が
出
て
く
る
が
︑
い
ず
れ
も
そ
の
絵
の
文
脈
＝
書
か
れ
た
経
緯
や
そ
の
絵
の
全
体
的
内

容
と
は
無
関
係
に
︑
絵
の
一
部
分
や
描
か
れ
た
人
物
そ
の
も
の
が
絵
と
切
り
離
さ
れ
て
気
に
な
り
だ
し
︑︿
妄
想
﹀
的
現
実
認
識
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
︒
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そ
の
点
で
や
は
り
こ
れ
ら
の
絵
画
も
︑︿
ノ
イ
ズ
﹀
と
し
て
僕
の
前
に
出
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒

11 
石
割
前
掲
論
文
︵
注
八
参
照
︶
よ
り
︒
な
お
︑
副
田
前
掲
論
文
︵
同
注
参
照
︶
で
も
同
様
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
が
︑
さ
ら
に
副
田
は
僕
の
書
く
行
為
の

効
力
の
限
界
を
﹁
帰
結
的
﹂
に
捉
え
る
石
割
の
見
解
に
反
論
し
て
︑﹁
僕
の
﹁
書
く
こ
と
﹂
の
裏
面
に
は
︑
常
に
別
の
﹁
動
き
﹂﹂
＝
﹁
系
列
︑
線
条
的

営
為
か
ら
の
逸
脱
﹂
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
本
稿
に
引
き
つ
け
て
い
え
ば
︑
こ
の
﹁
逸
脱
﹂
の
圧
倒
こ
そ
︑
第
四
章
の
明
る
さ
が
そ
れ
以
降
に
続

か
な
か
っ
た
原
因
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
や
は
り
そ
れ
も
推
測
の
域
を
出
な
い
︒

12 

枠
の
機
能
つ
い
て
︑
嶌
田
明
子
﹁﹁
河
童
﹂
論
─
も
う
一
つ
の
物
語
─
﹂︵﹃
上
智
大
学
国
文
学
論
集
﹄
一
九
九
六
・
一
︶
は
﹁
自
己
︵
報
告
者
の

僕
─
西
山
注
︶
と
聞
き
手
︵
読
者
─
同
上
︶
を
狂
人
の
世
界
か
ら
隔
離
す
る
機
能
を
も
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
佐
光
美
穂
﹁︿
僕
﹀
の
同

質
性
と
男
の
︿
狂
気
﹀﹂
─
芥
川
龍
之
介
﹁
歯
車
﹂
試
論
﹂︵﹃
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
﹄
一
九
八
八
・
一
二
︶
で
は
︑﹁
歯
車
﹂
と
比
較
し
て
や
は

り
枠
の
語
り
手
＝
報
告
者
の
僕
の
言
葉
に
注
目
し
つ
つ
︑﹁
河
童
﹂
で
は
結
局
﹁
狂
気
と
非
─

狂
気
を
上
下
関
係
的
に
分
割
す
る
力
﹂
が
存
在
し
て
し

ま
う
と
す
る
︒

13 
 ﹁

二
つ
の
手
紙
﹂
と
﹁
奇
怪
な
再
会
﹂
の
︿
狂
気
﹀
の
描
か
れ
方
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
拙
論
を
参
照
さ
れ
た
い
︒﹁︿
狂
気
﹀
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
リ
ズ
ム
﹂

︵﹃
芥
川
龍
之
介
研
究
年
誌
﹄
二
〇
〇
七
・
三
︶︑﹁
奇
怪
な
再
会
─
帝
国
主
義
批
判
の
可
能
性
と
限
界
﹂︵
関
口
安
義
編
﹃
生
誕
１
２
０
年　

芥
川
龍

之
介
﹄
翰
林
書
房
︑
二
〇
一
二
・
一
二
︶︒


