
日

G 

ニE

η
ノ
オ
ッ
ト
小
説
研
究
ノ

i
ト

序

今
日
の
き
将
司
巴
日
♀
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
富
良
可
〉
ロ
ロ
何
一
〈
田
口
由
は
、
一

八
五
六
年
九
月
、
三
十
七
才
に
し
て
最
初
の
小
説
を
世
に
問
う
た
。
彼
女
は
そ
れ

誼
に

γ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
『
キ
リ
ス
干
の
生
涯
』
、
フ
f
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
『
キ
P
ス

ト
教
の
木
質
』
な
ど
を
鶴
訳
し
、
更
に
、
二
二
ニ
の
評
論
紙
に
於
て
宗
教
・
哲
学
・

歴
史
・
文
学
・
自
然
科
学
な
ど
の
広
汎
な
分
野
に
わ
た
る
評
論
を
試
み
、
＝
創
作
活

動
に
入
る
者
に
既
に
少
壮
闇
秀
評
論
家
と
し
て
の

E4Hg
∞SU1W

（

U
F
白ユ冊目

出町ロロ由ゲ

ω・ω・
回
開
口
口
o
y
。開門）吋
m
州
四
国
・
戸
出
垣
市
タ
出
向
ヴ
冊
一
吋
け

ω日】白
H
H
n
m
u
吋
等
の
当

時
の
急
進
的
思
想
家
に
伍
し
て
活
躍
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
小
説
家
と
し
て
の

の
・
呂
町
三
は
、
彼
等
哲
学
者
・
思
想
家
が
形
而
上
的
に
扱
う
問
題
を
現
実
的
な

人
生
及
び
そ
の
諸
問
題
に
適
用
し
、
。
・
4
司－

m
u
c
o
Z
が
指
摘
す
る
如
く
径
四

c
－E巾曲門】山門司司
m
w
H
一司円開℃門巾
m
m
山
口
同
恒
三
司
自
昨
日
戸
由
回
目
ロ
mwH
再開口け
F

n

巾ロゴ
M
H
一可吋戸田田可四一い

即時州
O
吋
門
目
白
色
。
片
山
門
的
吉
田
宮
〈
吉
田
口
向
田
口
日
開
注
目
白
ロ

g
z
g
n日開
h
と
し
て
英
文
学

史
上
特
異
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
明
日
目
。
け
は
読
者
の
想
像
を
愉
し
ま
せ
る
種
の

所
語
物
語
作
家
で
は
あ
り
得

4

な
か
っ
た
。
彼
女
の
創
作
活
動
は
、
心
情
と
想
像
力

松

信

直

山

に
依
る
創
造
の
衝
動
に
駆
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
前
記
の
思
想
家
遠
と

交
る
事
を
得
た
高
度
の
知
性
に
依
る
批
評
の
衝
動
に
駆
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

論
理
的
思
索
と
批
評
の
訓
練
を
経
た
彼
女
の
知
性
は
、
〈
目
立
O
H
U
朝
の
小
説
の
共

通
的
な
特
色
で
あ
っ
た
客
観
的
措
写
の
精
神
に
基
い
て
捕
か
れ
る
人
生
を
、
科
学

的
に
、
而
も
徹
底
的
に
分
析
・
解
剖
し
、
諸
事
実
の
原
因
と
結
果
を
追
究
し
て
人

生
の
綜
合
的
な
批
判
を
そ
の
内
面
に
於
て
試
み
た
。
巴
目
。
け
の
小
説
を
可
能
な
ら

し
め
た
の
は
、
と
の
人
生
に
対
す
る
知
的
思
索
に
山
口
岳
町
由
さ
れ
た
創
造
力
で
あ

っ
た
と
一
式
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、

P
当
・
若
田
丘
の
述
べ
る
如
く
、
道
徳
的
判
断
は
「
彼
女
の

存
在
活
動
中
で
最
も
責
任
あ
る
も
の
口
で
あ
っ
た
た
治
、
人
生
に
関
す
る
真
撃
な

思
索
は
常
に
道
徳
的
判
断
の
形
式
を
と
り
、
彼
女
の
小
説
の
中
核
と
怠
っ
た
処
の

新
時
代
の
前
衛
思
想
家
遠
か
ら
学
ん
だ
合
理
的
人
間
観
は
、
一
種
独
特
の
道
徳
律

を
形
成
す
る
に
至
づ
た
。
ヲ
包
門
S
2
5
に
は
平
く
訣
別
し
た
と
践
も
、
百
円
。
け

の
気
質

κは
善
悪
に
対
す
る
可
号
片
言
的
潔
癖
さ
、
敏
感
な
罪
の
意
識
が
そ
の

名
残
と
し
て
留
り
、
宮
内
】
目
。
吋
目
白
と
し
て
の
自
覚
と
相
倹
っ
て
、
道
徳
的
で
あ
る

事
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
一
式
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
道
徳
意
識
は
、
時
と



し
て
彼
女
を
悩
ま
ぜ
、
作
品
に
一
抹
の
H
H

邑
B
n
F
O】
可
を
漂
わ
せ
る
結
果
と
な
り
、

叉
、
ザ
一
宮
術
的
に
も
問
題
で
あ
っ
た
が
、
彼
女
の
唱
く
道
徳
に
は
、
既
に
精
神
と
物

質
の
相
魁
を
経
験
し
て
懐
疑
と
動
揺
の
世
界
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
さ

n
gユ印

時
代
の
人
々
の
耳
目
を
款
て
る
魁
力
が
あ
り
、
彼
女
の
自
信
に
満
ち
た
厳
然
た
る

態
度
に
は
時
代
の
先
端
を
血
少
な
予
一
一
言
者
の
爽
快
味
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
彼

女
の
道
徳
が
皮
相
的
な
教
訓
で
は
な
く
、
高
度
の
批
評
精
神
を
持
っ
た
知
性
が
人

生
に
下
し
た
合
理
的
な
解
釈
を
そ
の
裏
付
と
し
て
持
っ
て
い
た
事
に
依
る
の
に
外

・
な
ら
な
い
。

切
に
O
け
の
小
説
は
ロ
ミ
広
（

URロ
の
適
切
な
言
葉
に
依
っ
て
と
ら
え
ら
れ
た
如

く
、
本
質
的
に
「
入
金
の
批
評
」
で
あ
っ
た
。
知
性
と
道
徳
意
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

人
生
の
批
評
を
可
能
な
ら
し
め
た
機
能
と

Q
四
百
円
向
。
ロ
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

人

間

主晃

出・

ω℃
g
n
q
一
派
の
唱
え
た
進
化
論
の
結
果
と
し
て
、
さ
え
2
U
戟
中
期
で

は
、
人
間
に
対
し
て
科
坐
的
な
新
し
い
認
識
が
行
わ
れ
、
従
来
の
超
自
然
的
神
秘

の
話
口
は
脱
ぎ
棄
て
ら
れ
て
．
所
語
進
化
論
的
人
間
続
が
樹
立
さ
れ
た
。
と
の

影
響
の
下
に
の
・
呂
町
♀
は
入
閣
を
本
質
的
に
歴
史
的
な
存
在
で
あ
る
と
み
な
し
、

歴
史
の
有
形
無
形
の
支
配
を
受
け
る
人
間
を
表
現
し
た
。

先
づ
第
一
に
挙
げ
得
る
の
は
遺
伝
と
い
う
歴
史
的
伝
承
観
念
の
適
用
で
あ
る
o

zs丘
q
と
い
う
言
葉
は
作
中
に
屡
々
好
ん
で
用
い
ら
れ
て
居
り
、
叫
，

os

叫，
c－］日
42w
三
知
的
加
山

P
5
g
呂
町
E
P
H
N
e
g
o－P
言
問
可
の
R
F
H
N
C目白言。ロ己

ヨ
ロ

4
・
匂
門
司
門
凶
〈
E
n可
・
な
と
の
運
命
は
潜
在
的
友
遺
伝
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。

特
に
性
格
が
遺
伝
的
で
あ
る
事
は
巴
目
。
け
の
作
品
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
重
要
な
構

成
要
素
で
あ
っ
た
。

し
か
し
念
が
ら
、
明
日
目
。
け
の
小
説
に
現
わ
れ
た
遺
伝
の
概
念
は
極
め
て
漠
然
と

し
て
い
る
。
る
彼
女
が
と
の
程
度
の
遺
伝
学
的
知
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
正
確
な

傍
証
は
無
い
け
れ
ど
も
、
一
入
六
五
年
に
書
か
れ
た
メ
乙
ア
ル
の
遺
伝
法
則
が
世

に
知
ら
れ
た
の
は
書
か
れ
て
コ
一
十
五
年
の
後
の
事
で
あ
っ
た
の
を
考
慮
す
れ
ば
、

当
時
の
科
坐
界
で
は
、
恐
ら
く
、
親
の
或
形
質
は
遺
伝
す
る
と
い
っ
た
程
度
の
漠

然
と
し
た
知
識
が
あ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

HWロ
え
の
い
う

HMmwgaq

も
漠
然
と
し
た
先
天
的
伝
承
程
度
の
範
囲
を
出
て
い

4

な
か
っ
た
。
更
に
巴
H
O

けに

は
異
常
形
質
の
強
調
も
見
ら
れ
な
い
。
従
っ
て
、

N
O】
白
の
描
い
た
様
友
異
常
形

質
の
遺
伝
に
よ
る
宿
命
的
悲
劇
を
巴
日
0
円
に
期
待
す
る
事
は
出
来
な
い
。
巴
問
。
円

に
は
遺
伝
そ
の
も
の
が
悲
劇
で
あ
る
場
合
は
見
ら
れ
な
い
。

豆
諸
問
日
目
の
情
熱
的
な
性
格
は
作
者
の
創
造
に
依
る
特
異
性
を
持
っ
て
い
た
が
、

兄
と
比
較
し
て
み
る
と
、
一
一
人
の
性
格
は
対
照
的
友
父
母
の
性
格
を
反
映
す
る
相

対
関
係
に
あ
り
、
更
に
そ
の
対
立
は
タ
リ
グ
ァ
1
家
と
ド
ド
ス
シ
家
と
い
う
全
く

具
る
血
統
の
二
家
系
に
怠
源
を
辿
る
事
が
出
来
る
。
一
｛
ぬ
こ
こ
に
遺
伝

i
i伝
承

を
認
め
る
事
が
出
来
る
が
、
何
回
目
。
け
の
呂
的
は
一
家
系
に
伝
る
運
命
的
な
不
可
抗

力
を
描
く
事
に
あ
っ
た
の
で
は
無
く
、
性
格
・
気
質
・
習
慣
・
生
活
態
度
な
と
総

て
の
点
で
相
対
的
な
二
つ
の
家
の
人
々
が
生
み
出
す
泊
三
日

0
5
な
面
白
さ
を
描
く

事
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
寸
C
H
H
H

と
呂
田
町
川
一
向
日
目
が
遺
伝
的
に
異
る
性
絡
を
持
っ
て

い
た
事
を
悲
劇
と
み
な
し
て
も
、
そ
の
悲
劇
に
は
相
対
的
な
ご
家
系
の
人
々
が
描

き
出
す
戯
画
が
伴
わ
れ
、
悲
劇
自
体
に
決
し
て
宿
命
的
な
暗
さ
を
盛
ら
れ
る
事
は

無
か
っ
た
。

こ
の
様
に
遺
伝
そ
れ
自
体
は
宿
命
的
悲
劇
に
は
遠
く
、
遺
伝
そ
の
も
の
の
概
念

で
す
ら
極
め
て
暖
昧
で
あ
フ
た
が
、
一
方
に
於
て
、
生
活
感
情
を
歴
史
的
で
あ
る

と
み
な
し
た
事
は
、
明
ら
か
に
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
観
の
強
力
な
、
旦
つ

根
木
的
な
主
躍
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
自
由
。
け
に
と
っ
て
、
我
々

の
生
活
感
情
は
歴
史
的
な
基
礎
を
持
っ
た
伝
統
的
存
在
で
あ
っ
た
。

55 



守
ミ
ミ
h
p
H
N』
同
同
町
せ
た
さ
に
於
て
、
開
ロ
O
け
は
「
総
の
偉
大
な
人
々
は
長
い
間
漠

然
と
で
は
あ
る
が
、
伝
統
は
冥
に
我
々
の
最
良
の
人
生
の
基
礎
で
あ
る
と
の
感
を

抱
い
て
い
た
」
と
述
べ
「
我
々
の
お
E
E
5
2
は
生
命
体
化
さ
れ
た
伝
統
と
い

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
叉
、
我
々
の
行
動
の
大
部
分
は
、
我
々
の
人
生
以
前
に
行
わ

れ
た
人
生
や
行
動
の
記
憶
か
ら
そ
の

E
当
性
、
魅
力
、
気
回
聞
を
得
て
い
る
」
と
言

r

葉
を
続
け
て
、
人
間
の
歴
史
へ
の
依
存
を
説
い
て
い
る
。
伝
統
と
は
現
在
に
伝
承

さ
れ
て
い
る
過
去
の
時
代
の
経
験
・
感
情
・
憧
・
苦
痛
・
悲
哀
・
叡
智
な
と
過
去

の
時
代
の
生
活
感
情
で
あ
っ
て
、
自
由
O
仲
は
現
代
の
生
活
感
情
を
生
命
体
化
さ
れ

た
伝
統
と
み
な
し
、
我
々
に
先
立
つ
人
々
の
人
生
、
即
ち
過
去
を
人
類
の
歴
史
的

経
験
と
し
て
、
そ
の
経
験
の
上
に
現
在
の
人
生
の
蓋
礎
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え

た
。
過
去
は
一
つ
の
経
験
で
あ
り
、
そ
の
貴
重
友
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
伝
承
物
は

伝
統
と
し
て
現
在
を
支
臨
す
る
の
で
あ
る
。
「
伝
統
、
そ
れ
は
英
国
の
地
方
生
活

に
い
わ
ば
地
の
塩
の
役
を
は
た
し
て
来
た
も
の
で
あ
っ
む
」
と
。

と
の
過
去
に
対
す
る
態
度
、
広
義
に
云
え
ば
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
観
除
、

単
な
る
思
想
と
し
て
よ
り
も
、
作
者
が
そ
こ
か
ら
モ
ラ
ル
を
導
き
出
し
て
い
る
点

に
特
別
の
意
義
が
あ
っ
た
。
巴
向
。
汁
は
「
人
は
そ
の
過
去
の
歴
史
よ
り
離
れ
る
事

は
出
来
な
い
J

と
い
う
命
題
か
ら
、
包
括
弘
司
の
信
念
で
あ
っ
た
「
過
去
と
の
結

び
つ
き
を
破
る
様
な
未
来
を
望
ま
な
同
」
と
い
う
処
世
態
度
を
要
求
す
る
。
過
去

は
現
在
の
人
生
の
基
礎
で
あ
る
と
同
時
に
、
来
る
べ
き
未
来
に
と
っ
て
も
同
様
に

基
礎
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
人
は
そ
の
様
に
未
来
に
処
し
て
行
か
ね
ば
な

ら
な
い
。

ζ

の
意
味
に
於
て
、
過
去
は
モ
ラ
ル
の

Q
P
R
Zロ
で
あ
り
、
又
担
問
。
同

に
と
っ
て
人
生
の
中
で
「
決
定
的
・
絶
対
抗
」
で
あ
っ
た
義
務
は
、
我
々
が
常
に

伝
統
の
中
に
生
活
し
て
い
る
事
に
よ
り
見
出
せ
る
の
で
あ
っ
た
。
「
苦
し
過
去
が

わ
た
し
た
ち
を
束
縛
し
な
い
の
な
ら
、
ど
こ
に
義
務
が
あ
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。

そ
の
場
そ
の
場
の
愛
情
〈
’
ぢ
nロ
ロ
呉
窓
口
）
の
ほ
か
に
は
な
ん
の
旋
（
芯
当
〉
も
な

ル
げ

い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
九
」
と

E
Cけ
は
宮
山
自
由
自
に
一
疋
わ
せ
て
い
る
。
こ
の

様
に
、
切
日
目
。
件
は
、
泊
中
式
を
旋
と
み
な
し
て
、
道
徳
上
で
は
保
守
的
な
立
場
を
と
っ

た
が
、
そ
れ
は
、
理
性
的
に
は
進
歩
的
な
歴
史
観
を
認
め
な
が
ら
も
、
生
活
感
情

の
上
で
は
備
も
古
い
も
の
に
憧
れ
る
何
回
目
。
円
の
気
質
上
の
相
到
の
表
現
で
あ
っ

た

o
E
E
は
常
に
こ
の
相
魁
に
苛
ま
れ
て
い
た
が
、
ミ
ミ

S
H宮
古
色
訟
の

前
半
で
は
厳
絡
な
モ
ラ
ル
を
道
一
く
過
去
を
愉
し
か
っ
た
幼
年
時
代
と
し
て
、
回
想

形
式
で
表
現
し
、
モ
ラ
ル
を
毘
全
に
情
緒
に
溶
け
込
ま
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

美
し
く
愉
し
か
っ
た
幼
年
時
代
を
美
し
い
想
い
出
と
し
て
振
返
る
事
が
出
来
た
の

は
、
現
在
の
生
の
楽
し
さ
を
倍
加
し
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
想
い
出
の
美

し
さ
を
傷
け
た
く
な
い
顕
い
が
自
ら
モ
ラ
ル
の
働
き
に
代
っ
て
行
き
、
呂
田
mm州目白

は
、
兄
と
共
に
愉
し
く
過
し
た
幼
年
時
代
の
美
し
さ
を
常
に
心
の
拠
り
処
と
し
て

幾
多
の
誘
惑
に
魁
つ
事
が
出
来
た
の
で
あ
っ
切
。

。
日
出
口
巾
伯
仲

F
0
3
2皆
目
的
汁

B
3
5ミ・

3
～R
N
H
C
た

の

同

志

o
m
5
に

掲
げ
ら
れ
た
こ
の
一
一
言
葉
は
、
何
日
目
。
け
の
過
去
観
が
厳
格
な
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
同
時

に
美
し
い
回
想
の
情
緒
で
も
あ
っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。
想
い
出
と
し
て
過
去
を

慈
し
む
事
に
於
て
、
開
口
。
門
は
進
歩
的
な
歴
史
観
と
保
守
的
な
道
徳
の
妥
協
点
を

見
出
し
た
の
で
る
っ
た
。

本
質
的
に
歴
史
的
存
在
で
あ
っ
た
人
聞
は
、
歴
史
的
に
環
境
の
内
に
於
て
淘
汰

さ
れ
‘
進
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
進
化
的
と
い
う
事
は
社
会
的
で
あ
る
事
と
同

意
義
で
あ
っ
た
。
環
境
は
人
間
に
と
っ
て
は
明
ら
か
に
外
部
に
存
在
す
る
け
れ
と

も
、
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
の
環
境
は
彼
の
生
存
の
場
所
で
あ
っ
て
、
彼
の

生
存
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
僚
件
で
あ
っ
た
。

ζ

の
様
宏
観
念
に
導
か
れ
て
環
境
を
強
く
意
識
し
た
事
は
明
日
目
。
汁
の
大
き
な
特

徴
で
あ
っ
て
、
個
人
に
及
ほ
さ
れ
る
環
境
の
働
は
細
心
の
注
意
を
払
フ
て
描
写
さ

れ
た
。
勿
論
、
人
間
を
環
境
の
中
に
於
て
描
写
す
る
中
は
、
環
境
の
中
に
存
在
す
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る
事
が
人
生
の
必
然
で
あ
る
以
上
当
然
で
あ
っ
た
。
自
由
O
H

に
於
け
る
環
境
は
、

初
期
の
作
で
は
単
な
る
背
景
の
位
置
に
留
る
が
、
後
期
の
作
に
至
る
程
個
人
に
対

す
る
働
き
か
け
が
強
く
な
り
、
自
然
主
義
的
な
社
会
制
約
を
形
成
す
る
に
至
っ
て

い
る
。
ミ
芯
円
目
白
血
ミ
ミ
円
』
の
社
会
は
、
社
会
そ
れ
自
体
は
平
凡
で
あ
っ
た
が
、
幾

人
か
の
偉
大
な
魂
を
ゆ
す
ぶ
り
、
冷
酷
な
壁
の
如
く
彼
等
を
四
回
か
ら
圧
迫
し
た
。

そ
の
非
人
間
的
な
無
情
は
近
代
社
会
の

E
R
F
S
2
B
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
見
る

事
が
出
来
る
。
社
会
の
内
で
は
「
井
越
し
た
感
情
で
す
ら
過
誤
の
相
を
呈
し
、
崇

高
な
信
仰
で
も
幻
想
の
相
を
呈
す
w
h」
事
が
あ
る
と
盟
問
。
け
は
述
べ
て
い
る
。

巴
町
三
が
こ
の
様
に
環
境
に
一
種
の
力
を
与
え
、
環
境
に
左
右
さ
れ
る
人
間
を

描
い
た
の
は
、
単
に
、
皮
相
的
な
社
会
と
個
人
の
相
魁
を
描
か
ん
が
為
で
は
な
か

っ
た
。
入
閣
を
そ
の
内
面
に
於
て
把
握
す
る
と
い
う
事
は
豆
町
三
の
作
家
態
度
の

摂
本
的
特
徴
で
あ
っ
た
。

精
神
生
活
を
無
視
し
た
人
生
は
何
回
目
。
同
の
脳
裡
に
何
の
感
興
も
呼
ば
衣
か
っ
た
。

6

精
神
生
活
、
魂
の
問
題
、
そ
れ
が
巴
日
O
仲
の
興
味
と
関
心
の
中
心
で
あ
っ
た
。
し

か
る
に
「
如
何
に
精
神
内
容
の
強
大
な
人
で
も
外
部
に
あ
る
も
の
に
大
き
く
左
右

さ
れ
な
い
人
は
無

h
L
と
盟
問
O
H
自
身
述
べ
て
い
る
様
に
、
環
境
の
働
き
か
け
は
、

入
閣
の
精
停
に
於
て
著
し
い
影
響
を
認
め
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す

れ
ば
、
開
ロ
え
は
人
聞
の
精
神
に
進
化
論
的
展
開
を
認
め
、
魂
は
外
界
と
の
接
触

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
経
験
の
影
響
を
受
け
て
展
開
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

宮
室
が
環
境
を
重
視
し
た
の
は
、
こ
の
様
に
環
境
か
ら
の
働
き
か
け
が
精
神
を

進
化
論
的
に
展
開
さ
ぜ
る
為
で
あ
っ
た
。
人
間
が
社
会
的
で
あ
る
事
の
意
味
は
、

社
会
楼
擦
が
様
械
的
で
、
そ
の
中
で
は
個
人
は
無
能
に
等
し
い
と
い
っ
た
社
会
構

造
に
於
て
追
究
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
精
神
に
及
ほ
さ
れ
る
影
響
の
考
慮

の
下
に
追
究
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

× 

× 

× 

さ
て
、
こ
の
様
に
入
閣
を
歴
史
的
存
在
・
社
会
的
存
在
と
み
な
す
進
化
論
的
人

間
観
は
、
勿
論
巴
町
三
の
創
意
に
冷
る
も
の
で
は
な
く
、
実
証
主
義
の
産
物
と
し

て
出
・

ω司
gn巾
円
、
或
は
の
・
巴
目
。
け
の
事
実
上
の
夫
で
あ
っ
た
の
・
出
・
岡
、
白
老
町
田

に
、
よ
り
精
綴
な
、
休
系
的
な
主
張
を
見
る
事
が
出
来
る
。
。
・

E
－oけ
は
舟
に

の－
E
・
戸
問
委

g
か
ら
多
く
を
学
び
、
彼
に
啓
発
さ
れ
る
処
多
か
っ
た
様
で
あ
る
。

Jr 

性

格

の

問

題

。
・
何
日
目
。
け
に
と
っ
て
人
聞
の
運
命
を
決
定
す
る
要
素
は
行
為
で
あ
っ
た
。
行

為
そ
の
も
の
が
運
命
で
あ
っ
た
と
も
一
式
い
得
る
。
入
山
岳
S
N
W民
同
の
〉
E
Fロ
ペ
を

知
る
者
は
、
彼
の
生
涯
が
出
兵
守

ωo耳
目
】
に
対
ナ
る
戯
れ
の
恋
に
、
よ
っ
て
全
く

決
定
さ
れ
た
の
を
見
る
。
叉
、
何
回
目
。
け
は

HNS白
富
山
口

2
後
期
の

E
2
2
2
政

界
の
大
立
物

ωミ
S
R
O】
白
を
、
そ
の
高
惑
な
人
生
観
や
思
想
の
故
で
は
な
く
、

そ
れ
等
を
具
体
化
し
た
彼
の
行
為
に
よ
っ
て
批
判
し
て
い
る
。
人
間
は
行
為
に
よ

っ
て
の
み
自
己
を
表
現
し
得
る
の
で
あ
り
、
行
為
が
そ
の
人
の
総
て
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

E
H
2
の
考
え
た
行
為
の
重
要
性

l
i少
く
と
も
、
入
閣
の
運
命
を
左

右
す
る
も
の
と
し
て
の
重
要
性

I
ー
は
、
行
為
に
内
在
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む

し
ろ
、
行
為
の
も
た
ら
す
結
果
の
倫
理
性
に
在
っ
た
。
人
山
号
連
防
同
九
時
に
於
て

同
ロ
え
は
「
結
果
は
無
慈
悲
で
あ
る
。

a
i
－
－
：
我
々
の
行
為
は
事
前
の
如
何
な
る

層
路
遼
巡
に
も
拘
ら
デ
或
結
果
を
も
た
ら
す
。
・
：
結
果
が
我
々
の
内
部
に
閉
込

ん
で
い
る
事
は
殆
ど
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
と
う
一
言
訳
し
よ
”
う
か
と
考
え
る
代
り

に
J

こ
の
務
実
性
に
留
意
し
て
い
る
の
が
最
善
な
の
で
あ
る
」
と
作
中
人
物
の
一

人
に
一
疋
わ
せ
て
い
る
。
従
っ
て
、
と
の
観
念
に
依
れ
ば
、
行
為
は
我
々
の
如
何
と

も
な
し
難
い
結
果
詐
外
部
に
及
ぼ
す
が
故
に
、
我
々
の
意
志
を
無
視
し
て
ユ
行
為

は
我
々
を
決
定
す
引
」
と
一
式
い
得
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
行
為
は
そ
の
当

為
者
を
離
れ
て
は
存
在
ぜ
歩
、
行
為
の
結
果
の
倫
理
的
責
任
は
当
然
行
為
の
当
為
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者
に
課
せ
ら
れ
る
。
そ
と
で
、
何
回
目
え
は
行
為
の
医
芽
を
そ
の
人
の
内
部
に
求
め
、

そ
の
人
の
本
性
と
行
為
を
結
び
つ
け
る
事
に
よ
り
倫
理
的
判
断
の
根
拠
を
求
め
た

の
で
あ
る
。

「
入
閣
は
そ
の
人
の
木
性
に
合
致
ぜ
ざ
る
事
を
為
ル
碍
友
い
。
人
は
そ
の
最
も
例

外
的
念
行
動
の
医
芽
止
を
も
自
ら
の
内
に
有
し
て
い
る
じ
と
い
う
一
一
言
葉
が
、
与
を
苫
、
h

N
W
白
色
町
中
に
見
え
て
い
る
が
、

ζ

こ
に
一
足
う
一
個
人
の
本
性
（
広
田
。
毛
ロ

E
E
S〉

と
は
そ
の
人
の
意
欲
・
行
為
・
態
度
な
ど
を
一
貫
す
る
確
固
と
し
た
根
木
特
質
で

あ
っ
て
、
文
学
的
に
は
そ
の
人
の
性
格
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
、
行
為
の
匝
芽
は
性
格
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
と
性
格

の
間
に
は
メ
ラ
シ
ス
が
あ
り
、
行
為
の
倫
理
的
責
任
は
性
格
に
於
て
追
究
さ
れ
る

べ
き
で
あ
っ
た
。

巴
向
。
円
の
作
中
人
物
の
性
絡
と
行
為
に
不
調
和
、
矛
盾
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、

単
な
る
宗
術
的
効
果
上
の
要
求
で
は
友
く
、
こ
の
切
ロ
。
け
の
倫
理
観
の
意
識
的
な

要
求
で
あ
っ
た
と
一
式
え
る
。

然
し
・
な
が
ら
、
性
格
は
決
し
て
単
組
で
な
く
、
複
雑
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の

複
雑
念
性
格
中
の
如
何
な
る
要
素
が
行
為
に
結
び
つ
く
の
か
を
見
極
め
る
事
は
非

常
な
困
難
に
違
い
な
か
っ
た

o
E日
♀
自
身
。
－

H
W
4・
の
』
凶
」
vqqh也
、
守
口
＼

弓弘司
hhh凡

H
H
K
づ
い
て
著
者
に
宛
て
た
手
紙
中
で
、
彼
の
著
書
の
根
木
原
理
1
1
l

精
神
は
他
の
総
て
の
現
象
と
同
じ
く
前
件
の
結
果
の
不
変
性
と
い
う
状
況
の
下
に

現
れ
る
！
l
ー
に
同
意
を
表
明
す
る
と
同
時
に
、
入
閣
の
内
面
生
活
に
於
て
は
「
現

象

ρよ
り
複
雑
で
あ
る
為
に
真
の
前
件
と
結
果
を
見
出
す
の
は
比
例
的
に
閏
難
で

あ
弘
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
回
目
。
け
の
作
品
に
見
ら
れ
る
解
剖
的
手
法
、
即
ち
、

情
熱
・
動
機
・
思
想
・
感
情
・
心
理
な
ど
の
組
か
な
解
部
・
分
析
に
よ
る
内
面
か

ら
の
性
格
描
写
は
、
行
為
の
隠
れ
た
因
子
を
複
雑
な
性
格
中
に
求
め
る
処
か
ら
生

れ
た
と
一
式
う
事
が
出
来
る
。

こ
の
様
に
、
明
日
目
。
け
は
人
聞
の
本
性
と
行
為
と
を
倫
理
的
に
結
合
さ
ぜ
た
故
に
、

作
中
人
物
の
性
絡
を
些
細
に
調
べ
る
な
ら
ば
或
程
度
そ
の
人
の
運
命
を
予
測
す
る

事
が
出
来
る
。
〉
吋
け
伊
良
（
入
山
岳
連
H

N

凶豆町）
w

ロロ
E
g
p
c
o
a司
ミ
（
包
～
E
h

ミ
ミ
ミ
3
w
吋－

g
（
町
向
。
遺
骨
己
目
白
）
な
と
悪
、
若
く
は
そ
れ
に
類
し
た
堕
率
的
行
為

の
λ
々
は
、
そ
の
行
為
の
国
子
と
し
て
或
共
通
し
た
性
絡
を
持
っ
て
い
た
事
が
認

め
ら
れ
る
。
〉
吋
け
伊
良
は
苦
痛
に
遭
う
の
が
嫌
で
、
快
楽
を
与
え
る
人
と
し
て
自

分
に
感
謝
の
眼
ざ
し
が
向
け
ら
れ
る
の
を
好
ん
だ
地
主
の
若
旦
那
で
あ
る
が
、
当

然
受
け
る
べ
き
苦
痛
を
も
回
避
し
よ
う
と
す
る
性
向
が
あ
っ
た
。

d
s
も
叉
苦

痛
に
直
面
す
る
勇
気
が
な
く
、
容
易
に
な
し
得
る
も
の
に
と
向
う
傾
向
が
あ
り
、

九回目
b
u

ミ
ミ
ミ
『
の
二
人
に
つ
い
て
も
同
様
の
事
が
一
疋
え
る
。
明
日
目
。
汁
は
入
山
を
§

切
主
同
を
し
て
「
唯
た
や
す
く
や
れ
る
か
ら
と
か
、
自
分
に
と
っ
て
快
い
か
ら
と

い
う
だ
け
で
あ
れ
や
こ
れ
や
に
手
を
つ
け
る
な
ら
、
こ
の
世
ち
ゃ
悪
の
道
に
踏
み

込
む
こ
と
は
う
け
合
い
同
」
と
一
式
わ
ぜ
て
い
る
が
、
こ
の
倫
理
観
が
堕
落
的
人
物

の
行
為
を
律
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
行
為
の
匝
芽
で
あ
る
性
格
を
も
既
に
律
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

作
中
人
物
は
、
個
性
的
に
措
か
れ
な
が
ら
も
悪
に
至
る
共
通
的
匝
芽
を
性
格
中

に
持
っ
て
い
る
点
で
、
更
に
、
そ
の
医
穿
が
康
長
し
て
や
が
て
彼
の
全
人
絡
を
支

配
し
て
墜
落
と
い
う
運
命
に
陥
ら
せ
る
共
通
的
過
程
を
持
っ
て
い
る
点
で
、
類
型

的
な
悪
の
型
を
認
め
る
事
が
出
来
る
0

．
同
様
の
事
は
守
口
E
Q
S
m
p
勾
宇

官
ミ
室
内
向
）
w

豆
諸
向
日
開
ハ
ミ
己
主

H
b
h
ミ
b
h
h
y
H
u
g
o－
同
（
守
ミ
ミ
白
〉
な
と

の、

5
5ロ円四注目
o
p
に
よ
っ
て
よ
り
高
い
精
神
的
状
態
に
到
達
し
た
女
性
の
群

に
つ
い
て
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
の
・
4
4
・
。
。
。
冨
の
指
摘
す
る
如
く
「
入
山
岳
選
出
h
a
h
k於

て
、
叉
、
～
山
口
同
誌
な
も
同
色
町
、
片
ミ

h
q
h
や単片山町内

g
s
h
N
d
b
h切
に
於
て
同
ロ
O
け

は
現
実
の
人
物
の
代
り
に
性
格
の
類
型
を
描
い
む
」
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
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巴
向
。
門
の
描
い
た
作
中
人
物
全
般
に
つ
い
て
、
類
型
的
で
あ
る
と
一
式
う
の
は
不
当

の
様
に
思
え
る
。
彼
等
の
生
活
感
情
や
気
質
は
極
め
て
個
性
的
で
、
類
型
的
な
悪

の
発
展
を
持
つ
。
〉
円
岳
民
と

d
g
を
比
較
し
て
み
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
点
で
彼
等

は
現
実
の
三
人
の
人
聞
の
如
く
異
っ
て
い
る
。
こ
の
事
は
、

E
－2
の
作
家
と
し

て
の
視
点
が
彼
等
を
全
体
的
な
存
在
と
し
て
個
的
に
捕
え
る
一
方
に
於
て
、
モ
ラ

リ
ス
ト
と
し
て
の
視
点
は
、
表
面
上
の
観
察
か
ら
道
徳
的
な
判
断
を
求
め
て
い
る

事
を
一
双
す
の
で
あ
る
。
人
間
を
個
的
に
把
握
し
な
が
ら
も
、
信
そ
の
個
の
内
に
倫

理
的
な
普
遍
を
求
め
る
事
は
盟
問
。
け
の
創
作
態
度
の
著
し
い
特
色
で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
の
様
に
性
格
は
行
、
為
を
導
く
匹
芽
で
る
っ
た
が
、
性
絡
が
運
命
の
総
て

で
は
無
か
っ
た
。
前
述
の
如
く
、
人
聞
は
本
質
的
に
社
会
的
・
歴
史
的
存
在
で
あ

っ
て
、
そ
の
存
在
条
件
で
あ
る
環
境
を
無
視
す
る
事
は
出
来
な
い
。
人
間
の
運
命

は
木
質
と
し
て
の
そ
の
人
の
本
性
と
環
境
と
の
相
関
の
下
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ

っ
た
。
出
血
H
H
H

目
立
に
つ
い
て
盟
問
。
円
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
人
間
の
生
涯
の
悲
劇
は
内
部
か
ら
の
み
つ
く
ら
れ
る
の
で
は
念
い
。
『
性
格
は
』

と
ノ
グ
ァ
リ
ス
は
彼
の
筏
言
の
一
つ
に
一
式
っ
て
い
る
。

1
l『
性
絡
は
運
命
を
決

ナ
る
』
と
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
す
し
も
真
理
で
は
な
い
。
性
格
は
わ
れ
わ
れ
の

運
命
の
す
べ
て
で
は
友
い
。
な
る
ほ
ど
デ
シ
マ

1
グ
の
王
子
ハ
ム
レ
ッ
干
は
懐
疑

家
で
あ
り
、
意
士
山
薄
弱
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
偉
大
な
悲
劇
が
生
じ
た
。
し
か
し
、

も
し
父
王
が
天
寿
を
ま
っ
と
う
し
、
伯
父
が
早
逝
し
て
お
っ
た
な
ら
、
ハ
ム
レ
ッ

ト
は
オ
フ
L
F
ア
と
結
婚
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
義
父
に
投
げ
た
無
礼
極
ま
る

暴
一
一
言
は
間
わ
な
い
ま
で
も
、
多
く
の
独
自
ゃ
、
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
の
麗
し
い
娘
に
浴
ぜ

か
け
た
憂
欝
な
－
認
剰
に
も
か
か
わ
ら
や
ノ
、
生
涯
を
通
じ
て
狂
人
の
汚
名
を
う
け
タ

に
ナ
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
」

同
時
に
、
外
的
な
事
件
も
運
命
の
総
て
で
は
無
か
っ
た
。
巴
問
。
け
の
示
し
た
人

聞
の
運
命
と
は
、
外
的
念
事
件
に
遭
遇
し
て
対
応
す
る
内
的
必
然
の
結
果
に
依
つ

て

展

開

す

る

の

で

あ

る

。

お

「
性
格
ば
過
程
で
あ
わ
ツ
、
展
開
で
あ
弘
」
と
何
日
目
。
け
は
ミ
ミ
込
町
ミ
ミ
与
に
書
い

て
い
る
。
性
格
が
固
定
せ
す
仏
百
白
白
山
円
で
あ
る
が
故
に
、
更
に
一
一
層
環
境
が
重

視
さ
れ
、
過
一
去
と
い
う
確
固
と
し
た
人
生
の

Q
定
w
吋
守
口
が
必
要
と
な
る
の
で
あ

っ
た
。
性
格
の
展
開
は
内
的
必
然
の
外
部
表
現
と
し
て
現
れ
、
新
た
な
行
為
の
町
山

穿
を
生
む
。
而
し
て
、
性
格
を
展
開
せ
し
め
る
因
子
は
、
前
述
の
外
界
と
の
接
触

に
よ
り
変
貌
す
る
精
神
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
に
魂
の
進
化
論
的
展
開
が
再
び
問
題

と
な
る
の
で
あ
る
。国

議

題

の

間

、司町内
C

は
難
破
に
依
っ
て
養
父
と
別
れ
て
唯
一
人

E
R
g
n
m
に
辿
り
着
い
た

が
、
養
父
は
奴
隷
に
な
っ
た
。
業
後
百
円
。
の
許
に
養
父
か
ら
救
を
求
ゆ
る
便
り

が
入
っ
た
が
、
彼
い
は
肌
に
蒼
け
て
居
た
養
父
の
指
環
を
、
た
だ
自
分
の
生
活
の
保

安
と
安
楽
の
為
に
売
払
っ
て
、
養
父
の
許
に
は
身
代
金
は
お
ろ
か
便
り
一
つ
出
さ

す
、
完
全
に
養
父
を
黙
殺
し
た
。
と
の
、
H
4
5

の
行
為
を
描
い
た
後
に
、
明
日
目
。
門

は
「

2
5
は
徐
々
に
性
絡
を
決
定
す
る
善
、
或
は
悪
の
反
復
的
選
択
が
、
唐
突

な
行
為
の
下
地
を
作
る
、
と
い
う
入
閣
の
魂
ゆ
峻
蕨
友
法
則
公

Z
E
2
2同立四

日
向
者
。
同
日
μ
口
自
白
口
問
。
己
ろ
を
体
験
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

巴
目
。
門
に
よ
れ
ば
、
経
験
に
よ
る
習
慣
の
形
成
は
性
格
の
展
開
の
因
子
で
あ
っ

た
。
人
聞
の
魂
に
は
経
験
、
郎
ち
外
界
と
の
接
触
に
依
っ
て
撰
め
ら
れ
る
可
撰
性

が
あ
P
、
経
験
は
繰
返
さ
れ
る
玄
？
に
よ
っ
て
そ
の
可
麗
性
を
習
慣
の
形
成
に
話
導

く
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
突
発
的
ー
な
、

A
7
慈
の
人
格
に
と
っ
て
は
意
外
で
あ
る
様
な

行
為
を
生
む
位
協
仰
の
変
貌
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

入山門凡血道
N
W
悶
丸
町
で
は
更
に
次
の
様
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
我
々
の
行
為
の
内
に
は
恐
ろ
し
い
強
制
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
づ
正
直
な
人
を
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偽
踊
者
に
し
、
次
で
彼
を
そ
の
変
化
に
満
足
さ
ぜ
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由
は
、
二

度
目
の
悪
は
彼
に
と
っ
て
は
手
が
け
ら
れ
る
唯
一
の
正
し
い
も
の
の
姿
と
な
っ
て

み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
罪
を
犯
す
以
前
に
は
融
和
し
た
常
識
と
、
魂
の
す
こ
や
か

な
眼
識
と
も
い
う
べ
き
清
純
な
曇
ら
ぬ
感
情
で
も
っ
て
眺
め
ら
れ
て
い
た
行
動
も
、

罪
の
後
で
は
巧
妙
な
静
解
と
い
う
レ
シ
ズ
を
通
し
て
眺
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
美

し
い
と
か
醜
い
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
総
て
と
の
レ
シ
〆
を
通
し
て
見
た
喝
な
ら
ば
、

ど
れ
も
似
た
様
な
組
織
よ
り
成
っ
て
い
る
様
に
見
え
弘
」

経
験
が
再
び
繰
返
さ
れ
る
場
合
、
良
心
は
そ
の
第
一
回
目
の
経
験
を
正
当
化
し

よ
う
と
し
て
麻
湾
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
ロ
ロ
G
け
が
魂
の
法
則
を
求
め
る
経
験
を

重
視
し
た
理
由
が
あ
っ
た
。
個
人
の
行
為
も
、
叉
過
去
も
、
経
験
と
し
て
反
復
さ

れ
魂
の
法
則
と
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
故
に
重
視
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
巴
山
♀
に
於
け
る
魂
は
神
秘
的
な
不
滅
の
絶
対
者
で
は
友
く
、

自
然
界
の
諸
現
象
と
同
じ
く
の
o
g
g
の
所
謂
山
口
4
由
江
田
宮
出
】
同
喝
の
適
用
を
受

け
、
。
・
出
司
書
の
語
う

HUE
－ohouげ
可
え
ロ
R
g即日
3
1
K
従
っ
て
展
開
す
る
。

明
日
目
。
汁
は
特
に
悪
の
発
展
に
於
て
と
の
魂
の
法
則
を
強
く
意
識
し
て
い
た
。
こ
の

法
則
の
下
に
、
徐
々
で
は
あ
る
が
、
致
命
的
な
惑
を
重
ね
て
、
遂
に
、
養
父
の

切
乱
含

g
R
B
に
続
殺
さ
れ
る
斗
ぎ
の
性
格
描
写
は
、
そ
の
重
厚
で
精
髄
念
事
、

恐
ら
く
英
文
学
史
上
類
を
見
な
い
で
あ
ろ
う
。

為
さ
れ
た
行
為
は
経
験
と
し
て
魂
の
法
則
を
導
く
の
で
あ
る
か
ら
、
人
生
の
倫

理
的
な
分
岐
点
は
最
初
の
行
為
の

S
O片
山
司
刊
に
あ
る
。
そ
こ
に
良
心
と
誘
惑
の
葛

藤
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
度
誘
惑
に
負
け
た
人
に
は
魂
の
法
則

が
適
用
さ
れ
、
彼
の
良
心
は
麻
揮
さ
れ
る
か
ら
二
度
と
こ
の
葛
藤
を
見
る
事
は
出

来
な
い
の
で
あ
る
が
、
誘
惑
を
斥
け
た
人
は
、
続
い
て
第
二
の
誘
惑
、
第
三
の
誘

惑
に
遭
遇
す
る
で
あ
ろ
う
。
良
心
を
持
つ
人
の
一
生
は
誘
惑
の
波
に
打
た
れ
る
葛

藤
に
始
終
ず
る
。
玄
白
mm日
開
の
生
涯
が
そ
の
様
な
生
涯
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
第
一

の
誘
惑
に
勝
っ
た
。
し
か
し
、
続
い
て
第
二
、
第
三
の
誘
惑
と
闘
わ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
聞
に
彼
女
が
学
ん
だ
の
は
、
第
一
の
誘
惑
に
勝
っ
た
そ
の
事
は
、

第
二
の
一
誘
惑
に
直
面
し
た
時
何
の
援
に
も
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
で
あ
っ
た
。

第
二
の
誘
惑
と
闘
う
事
は
第
一
回
目
と
同
じ
く
苦
し
い
仕
事
で
あ
っ
た
。

巴日
O
け
に
於
て
、
悪
を
持
た
な
い
官
曹
は
必
ナ
し
も
善
で
は
な
か
っ
た
。
誘
惑
を

斥
け
た
事
は
確
か
に
惑
を
避
け
た
と
一
買
え
る
が
、
そ
れ
が
必
ヂ
し
も
誉
で
は
無
か

っ
た
。
養
に
至
る
に
は
更
に
何
物
か
が
必
要
で
あ
っ
た
。

「出口
B
E
C
0
0己
口
開
由
由
の
第
一
戸
海
件
は
愛
の
対
象
を
持
づ
こ
と
で
あ
り
、
第
一
一

は
尊
敬
の
対
象
を
持
つ
事
で
あ
弘
」
と
何
日
目
。
け
は
述
べ
て
い
る
。

愛
と
尊
敬
は
出
口
B
言
。
。
。
仏
口
冊
目
曲
に
至
る
媒
介
で
あ
っ
た
が
、
回
目
。
け
は
愛

に
つ
い
て
作
中
に
屡
々
論
議
を
繰
返
し
て
い
る
。
今
少
し
く
何
回
目
♀
の
愛
に
つ
い

て
考
察
し
て
み
よ
う
。

与
を
ミ
匂

E
R
の
中
で
何
回
目
。
け
は

krえ
F
R
と
の
愛
を
失
っ
た
出
色
々
が
絶

望
と
恐
怖
と
孤
独
の
悲
哀
を
点
い
て
嘗
て
訪
れ
た
泉
を
求
め
て
訪
復
す
る
様
を
措

い
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
ら

即
ち
、
作
老
が
自
然
の
美
に
彩
れ
た
ロ
ー
ム
シ
ャ
ー
に
来
た
時
「
私
は
、
自
分

が
今
い
る
処
は
ロ
ー
ム

γ
ャ
ー
で
は
な
い
と
思
わ
ぜ
る
も
の
に
道
傍
で
出
会
っ

た
」
「
そ
れ
は
大
い
な
る
苦
闘

lli十
字
架
と
の
者
悶
の
像
で
あ
っ
た
」
若
し
こ

の
十
字
架
上
の
男
の
物
語
を
知
ら
な
い
人
が
そ
と
を
通
り
か
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼

に
は
「
こ
の
十
一
白
悶
の
像
は
か
く
も
美
し
い
天
地
の
さ
中
に
あ
っ
て
全
く
ふ
さ
わ
し

く
な
い
と
思
え
た
で
あ
ろ
う
」
と
‘
作
者
は
考
え
る
。
作
者
の
描
い
た
国
立
々
の

悲
哀
は
．
そ
の
様
な
美
し
い
天
地
の
下
に
あ
っ
て
全
く
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
人
に

隠
れ
た
容
在
で
あ
っ
た
、
と
。

勿
論
国
立
《
の
悲
し
み
と
の
円
同
町
田
け
の
窓
口
闘
は
同
一
視
さ
れ
て
い
な
い
。
が

然
し
、
共
に
人
類
の
悲
哀
と
苦
悶
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
巴
目
。
行
は
わ
宵
宮
の
犠
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牲
的
精
神
を
賞
揚
す
る
（
こ
れ
が
盟
問
。
け
の
わ
青
山
田
門
観
で
あ
っ
て
、
彼
女
は
ま
（

他
の
点
で
は
不
可
知
論
者
の
立
場
を
示
し
て
い
る
）
と
同
時
に
、
同
市
片
付
可
の
人
に

隠
れ
た
悲
し
み
に
同
情
す
る
。
人
に
知
ら
れ
ぬ
悲
し
み
ゃ
苦
し
み
は
、
人
に
知
ら

れ
ぬ
が
故
に
一
史
K
一
層
悲
し
く
苦
し
い
。
「
サ
ラ
／
＼
流
れ
る
小
川
の
せ
ぜ
ら
ぎ

も
、
世
震
の
か
げ
に
近
接
い
て
み
れ
ば
人
の
耳
に
は
絶
望
的
友
人
閣
の
す
す
り
喝
な
き

を
混
え
て
聞
え
て
来
る
で
し
ょ
九
」
と
何
日
目
♀
は
い
う
。
人
の
世
は
こ
う
い
っ
た

種
の
悲
し
み
ゃ
苦
し
み
に
あ
ふ
れ
で
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
世
に
は
陪
情
や
愛
が

必
要
で
あ
る
と
明
日
目
え
は
説
い
た
。
而
も
そ
の
同
情
や
愛
は
、
悲
哀
や
苦
痛
を
持

っ
た
人
ば
か
り
で
友
く
総
て
の
事
物
・
人
聞
に
注
が
れ
た
。
平
々
凡
々
な
牧
師

〉
言
。
由
∞
m

肖
円
。
口
（
吋
』
に
め
r
H

弘
、
。
ミ
ミ
忠
誠
色
＼
H
b
m
勾
h
t
・
込
ミ
ロ
h
h
b
w
円
。
芯
）
は

そ
の
凡
庸
の
故
に
同
情
さ
れ
、
犬
は
物
一
式
わ
ぬ
が
故
に
同
情
さ
れ
た
。

こ
の
何
日
目
。
け
の
同
情
的
な
態
度
は
、
彼
女
の
創
作
の
著
し
い
特
徴
で
、
写
実

的
客
観
精
神
が
こ
の
同
情
や
愛
の
衝
動
を
抑
え
る
の
に
成
功
じ
た
か
否
か
は
、

階。

岡、．。白
Nh白
g
Uロ
の
指
摘
す
る
様
に
問
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
巴
向
。
け
の
同
情
や

愛
は
、
創
作
上
の
態
度
か
ら
更
に
一
歩
進
ん
で
モ
ラ
ル
を
形
成
す
る
に
至
っ
て
い

る。
人
聞
は
、
前
述
の
如
く
、
安
易
を
求
め
て
走
る
事
は
許
さ
れ
な
い
。
人
聞
に
は

耐
え
ね
ば
な
ら
ぬ
苦
痛
が
あ
り
、
そ
れ
は
叉
そ
の
人
の
悲
し
み
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
、
道
徳
的
な
牛
一
活
を
営
む
人
は
何
等
か
の
苦
痛
や
悲
哀
を
常
に
抱
い
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
而
る
に
「
悲
し
み
は
我
々
の
内
部
に
打
ち
か
ち
難
い
力
と
し
て
、
カ

の
如
く
た
だ
形
を
変
え
て
、
苦
痛
か
ら

3
8
H
5
5可
へ
と
姿
を
変
え
て
住
ん
で

い
弘

f

一
と
里
山
♀
自
身
述
べ
る
様
に
、
悲
し
み
ゃ
苦
し
み
に
満
ち
た
世
界
に
於
て

そ
れ
等
え
の
共
感

i
i同
情
を
持
つ
の
は
共
感
の
性
質
上
、
自
ら
の
内
に
苦
痛
を

持
っ
た
人
の
必
然
で
あ
っ
た
。
と
の
様
に
同
情
や
愛
は
必
然
的
に
生
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
等
を
持
た
な
い
の
は
人
生
の
悲
哀
や
苦
痛
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る

「
真
の
祝
福
で
な
同
」
生
活
懸
度
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
先
に
述
べ
た
如
く
人
聞
は
行
為
に
よ
っ
て
自
己
を
表
現
せ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
同
情
・
愛
の
表
現
と
し
て
、

Hugo－
白
の
如
く

E
R
g
s

の
人
々
に
博
愛
的
奉
仕
の
子
を
延
べ
ね
ば
友
ら
な
か
っ
た
。

か
く
の
如
く
、
同
情
や
愛
の
衝
動
は
博
愛
的
・
愛
他
的
奉
仕
の
行
為
へ
と
発
展

す
る
。
而
し
て
、
そ
の
聞
の
発
展
段
階
に
於
て
、
何
日
目
。
同
は
自
己
の
利
己
的
欲
望

を
棄
て
る
事
を
不
可
欠
な
も
の
と
み
な
し
て
い
た
。
愛
の
行
為
は

5
ロロロ
n
g広
O
ロ

を
伴
わ
ね
ば
山
田
市
高
た
り
得
な
い
の
で
あ
っ
た
o
I
F
O
ぐ白

B
C
2
2均
四
吋
げ
え
O
司
巾
泣

g
D
ぴ
由
佳
忠
告
げ
O
品
目
立
え

2
5
8
0
2
H吋
巾
・
と
巴
目
立
は
述
べ
て
い
る
。
と

の
田
町
昆
田
宮
内
凶
白
血
古
川
の
放
棄
は
何
回
目
。
け
の
モ
ラ
ル
の
重
要
な
主
張
の
一
つ
で
あ

っ
た
。恋

愛
に
於
て
も
、
そ
の
感
情
の
流
露
は
自
然
で
あ
り
、
叉
、
そ
の
欲
望
は
最
も

強
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
複
雑
な
人
生
の
内
で
は
、
時
と
し
て
棄
て
ね
ば
な

ら
な
い
悲
哀
を
伴
う
。

厳
か
な
悲
し
み
を
た
た
え
て
露
出
向
傾
向
叩
は
恋
人
に
語
る
。

「
あ
ふ
、
む
タ
か
し
い
こ
と
i
l
i人
生
つ
て
な
ん
て
む
タ
か
し
い
ん
で
し
ょ
う
！

人
聞
は
自
分
の
い
ち
ば
ん
強
い
感
情
の
ま
ま
に
な
る
の
が
正
し
い
こ
と
の
よ
う
に
、

わ
た
し
、
お
り
品
。
り
思
い
ま
す
の
i
ー
ー
で
も
そ
う
す
る
と
、
こ
う
い
う
感
情
は
、

わ
た
し
た
ち
が
生
ま
れ
る
ま
え
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
た
き
す
な
［
i
iた
が
い
に
頼

り
あ
う
肉
身
の
き
？
な
と
絶
え
す
衝
突
し
て
、
そ
れ
を
切
り
放
そ
う
と
す
る
で
し

ょ
う
。
も
し
人
生
が
、
天
上
の
楽
園
に
あ
っ
た
と
き
の
よ
う
に
、
ほ
ん
と
う
に
気

楽
で
単
純
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
最
初
に
逢
っ
た
人
が
い
つ
で
も
：
：

い
え
、
あ
の
、
も
し
わ
た
し
た
ち
が
ひ
と
を
愛
ナ
る
よ
う
に
・
な
ら
ぬ
う
ち
は
‘
わ

た
し
た
ち
は
こ
の
世
の
中
に
負
う
べ
き
義
務
が
な
い
、
と
い
う
の
で
し
た
ら
、
ひ

と
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
、
二
人
の
ひ
と
が
泳
た
が
い
に
お
た
が

01 



い
の
、
も
の
で
あ
る
と
い
う
し
る
し
に
な
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
で
も
、
た
し
か
に

i

い
ま
は
も
う
そ
う
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
人
生
に
は
諦
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
、
愛
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ひ
と
も
あ
り
ま
す
。

わ
た
し
に
は
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
む
デ
か
し
く
‘
わ
け
が
わ
か
り
ま
せ
ん
、
け
れ

と
吋
ひ
と
つ
の
こ
と
だ
け
は
非
常
に
は
っ
き
り
と
わ
か
り
ま
す
、
ほ
か
の
ひ
と
を

犠
牲
に
し
て
わ
た
し
自
身
の
幸
福
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
求
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
愛
す
る
と
い
う
こ
と
は
自
然
で
す
、
け
れ
と

も
、
同
情
も
、
誠
実
も
、
思
い
出
も
、
ま
た
、
た
し
か
に
自
然
で
す
。
そ
し
て
、

そ
う
い
う
も
の
は
い
ま
も
な
お
わ
た
し
の
う
ち
に
生
き
て
い
て
、
も
し
、
わ
た
し

が
そ
れ
に
さ
か
ら
う
な
ら
ば
、
わ
た
し
を
罰
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
は
ほ

か
の
ひ
と
に
く
わ
え
た
苦
し
み
に
た
え
デ
つ
き
ま
と
わ
れ
る
で
し
ょ
う
。
無
理
に

お
っ
し
ゃ
ら
－
な
い
で
く
だ
さ
い
。
助
け
て
く
だ
さ
い
！

l
力
を
貸
し
て
く
だ
さ

い
、
だ
っ
て
、
わ
た
し
は
あ
な
た
を
愛
し
て
い
る
ん
で
す
も
マ
叫
」

呂
田
自
由
叩
は
明
日
目
。
け
の
作
中
人
物
中
最
も
情
熱
的
で
あ
つ
だ
が
、
そ
の
情
熱
を

も
っ
て
し
て
も
、
感
情
の
奔
放
を
求
め
は
し
な
か
っ
た
。
愛
「
恋
愛
」
は
自
然
で

あ
り
美
し
い
け
れ
ど
も
、
他
人
を
犠
牲
に
し
て
は
「
汚
さ
れ
る
」
の
で
あ
っ
た
。

ζ

の
愛
の
美
し
さ
を
保
ち
、
他
人
を
傷
け
な
い
為
に
は
、
彼
女
は
自
己
を
放
棄
し

恋
人
で
あ
る

ωgHVげ
g
と
別
れ
幻
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
様
に
、
お
ロ
ロ
ロ
丸
山
汁
目
。
ロ
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
於
て
強
く
要
求
さ
れ
た
が

先
に
述
べ
た
出
口
S
E
C
C
O仏
口
問
訟
の
第
二
の
条
件
で
あ
る
尊
敬
と
は
、
自
分
よ

り
偉
大
な
も
の
の
山
田
五
件
、
そ
れ
え
の
服
従
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、

g
ロロロ口目白
E

氏
。
ロ
を
要
求
す
る
愛
と
、
こ
の
尊
敬
は
、
切
ロ
O
け
の
請
う
－

E
ロ
ロ
目
立
冊
。
片
的
己
σ目

。
丘
目
白
血
同
窓
口
w

O
片
山
市
民

ag国的
gむ
に
相
当
す
る
と
見
る
事
が
出
来
る
。

こ
の
原
理
の
機
能
に
つ
い
て
巴
目
。
け
は
次
の
如
く
説
明
し
て
い
る
。

「
ひ
と
た
び
服
従
と
、
克
己
自
制
の
原
理
が
か
れ
わ
れ
の
性
質
の
な
か
に
と
り
ス

れ
ら
れ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
単
な
る
印
象
や
、
欲
望
や
、
衝
動
の
よ
せ
あ

つ
め
で
は
な
く
な
り
L

・
「
乙
の
人
世
に
点
な
す
べ
き
神
期
間
五
他
の
事
が
あ
り
、

隣
人
の
意
見
以
上
に
高
い
善
の
法
則
が
あ
九
」
と
の
自
覚
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

回
目
。
け
の
考
え
た
出
口
宮
山
口
の
0
0
己
5
8
と
は
こ
の
様
に
し
て
到
達
さ
れ
得
る
の

で
あ
っ
た
。
市
し
て
初
日
目
。
け
が
話
口
田
町
え
弘
E
M刊
を

5
n
o
mロ
E
oロ
え

8
8巾－

S
円高

S

Z
ぎ
白
色
片
え
ず
町
三
三
門
Z
S
R四
日
戸
広
丸
山
口
広

s
a
g－
内
・
と
換

言
し
て
い
る
所
か
ら
帰
結
す
れ
ば
、
《
凶
ロ
汁
可
の
遂
行
は
即
ち
出
口
吉
田
ロ
の
ο
c己口一巾訟

で
あ
る
と
一
云
う
事
が
出
来
る
で
あ
ろ
ぅ
。

こ
の
愛
他
、
主
義
的
な
傾
向
は
、
そ
の
根
底
に
人
類
愛
を
認
め
る
事
が
出
来
、
本

質
的
に
は
の
。
8
5
の
河
内
］
山
回
目
。
ロ
O
同
国
己

5
8
2、
に
通
ホ
ノ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

己
記
ミ
n
N
N
V
ミ
cs＆
に
於
て
人
種
の
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
契
機
と
な
っ

た。
か
く
の
如
く
、
魂
の
問
題
は
、
経
験
に
依
る
魂
の
法
則
の
形
成
と
、
服
従
と
克

己
自
制
の
原
理
主
謀
介
と
す
る
魂
の
目
ざ
め
と
も
称
す
べ
き
義
務
観
の
自
覚
に
よ

っ
て
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

×

×

×

 

思
議
の
展
開
と
し
て
、
こ
の
後
に
考
察
さ
れ
る
べ
き
問
題
に
は
、
服
従
・
克
己

自
制
・
の
法
則
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
義
務
観
と
、
そ
の
義
務
複
を
宗
教
の
一
側
面
と

見
倣
し
て
解
明
さ
れ
る
宗
教
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
ム
7
迄
扱
っ
て
来
た
種
々
の

問
題
も
、
そ
の
根
底
に
於
て
は
多
か
れ
少
な
か
れ
義
務
に
関
連
の
あ
る
事
が
認
め

ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
呂
町
立
の
思
想
の
中
枢
は
義
務
畿
で
あ
る
と
み
な
す
事
が

出
来
る
。

さ
て
、
思
想
的
に
は
こ
の
様
に
一
応
結
論
に
到
達
す
る
事
が
出
来
る
が
、
一
方
、

今
話
考
察
し
て
来
た
何
日
目
。
け
の
思
想
は
小
説
の
構
成
に
著
し
い
特
徴
を
与
え
て
い

る
。
今
戸
抱
一
述
べ
た
処
で
は
、
進
化
論
的
人
間
観
に
基
い
た
人
物
配
置
、
性
格
と
行
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為
の
統
一
、
性
格
の
展
開
を
主
体
と
す
る
分
析
的
性
格
描
写
な
ど
が
、
小
説
作
法

上
に
於
け
る
思
想
の
具
体
的
影
響
に
依
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
事
が
出
来
る
が
、

更
に
小
説
の
問
題
に
関
し
て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
。

JV 

小

説

の

問

題

。－

E
C門
の
小
説
は
、
思
想
soli多
く
の
場
合
倫
理
観
！

1
の
論
理
的
展
開
を

契
機
と
し
て
展
開
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
盟
問
。
け
の
小
説
の
立
♀
は
、
性
格
と
行

為
の
有
機
的
関
係
、
携
の
法
則
、
服
従
と
克
己
自
制
の
原
理
友
と
の
内
的
必
然
性

に
従
っ
て
展
開
し
、
運
命
の
い
た
づ
ら
、
偶
然
の
一
致
、
突
然
の
大
事
件
な
と
と

い
う
所
誇
興
味
本
位
の
外
的
事
件
に
導
か
れ
る
事
は
極
め
て
少
い
。
例
え
ば
、
小

作
人
に
対
し
て
は
善
良
で
親
切
で
、
将
来
立
汲
な
人
望
あ
る
地
主
と
し
て
父
の
跡

を
継
ぐ
で
あ
ろ
う
と
約
束
さ
れ
て
い
た
〉
－

uoロ
巳
任
ミ
ロ
が
辿
っ
た
悲
惨
な
運

命
は
、
人
間
性
の
両
極
端
の
牽
強
附
会
的
結
合
の
感
を
与
え
る
け
れ
ど
も
、
盟
問
。
け

の
解
部
的
手
法
は
、
後
の
性
格
を
解
剖
し
て
、
前
述
の
如
く
、
そ
の
生
涯
を
決
定

し
た
行
為
の
匪
芽
を
一
示
し
、
彼
の
運
命
は
そ
の
医
穿
が
必
然
的
に
発
展
し
た
結
果

で
あ
る
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
様
友
内
的
必
然
性
は
、
そ
の
展

開
の
様
相
止
を
意
識
・
心
理
の
上
に
於
て
跡
づ
け
る
心
理
描
写
に
依
っ
て
お
と
洋
可

与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
立
♀
展
開
に
於
け
る
心
理

描
写
の
役
割
は
極
め
て
大
き
く
喝
な
り
こ
と
に
心
盟
小
説
の
開
拓
が
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。し

か
し
な
が
ら
、
小
説
展
開
の
契
機
と
な
っ
た
内
的
必
然
性
が
、
果
し
て
現
実

の
人
生
を
隅
友
く
秩
序
づ
け
得
た
か
に
つ
い
て
は
考
察
の
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

内
的
必
然
性
を
根
拠
と
す
る
呂
町
三
の
透
徹
し
た
人
生
観
白
体
、
思
想
の
間
際
を

流
れ
る
不
合
理
・
非
合
理
の
哲
理
ゃ
．
漠
然
と
し
た
雰
囲
気
を
把
握
し
得
な
か
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
巴
目
。
同
の
心
理
描
写
は
無
意
識
に
関
し
て
は
全
く
傍
観

的
で
、
雰
囲
気
や
漠
然
と
し
た
気
分
を
対
象
と
し
て
い
な
い
様
で
あ
る
。
人
聞
の

内
面
生
活
に
必
然
性
を
認
b
、
人
生
の
合
理
的
解
釈
を
企
て
た
宮
山
え
の
意
図
は
、

当
時
に
於
て
、
ー
ま
乙
と
に
斬
新
で
あ
っ
た
が
、
盟
問
。
け
の
謂
う
必
然
性
は
モ
ラ
ル

を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
生
の
合
理
的
解
釈
自
体
が
多
分
に
道
徳
的

傾
向
を
帯
び
て
い
た
。
即
ち
、
明
日
目
。
汁
の
内
的
必
然
は
道
徳
的
判
断
の
対
象
以
外

の
も
の
を
包
括
し
て
い
な
い
の
で
あ
っ
た
。
更
に
、
何
日
目
。
件
は
人
閣
の
精
神
生
活

に
於
て
の
み
適
用
さ
れ
る
内
的
必
然
性
を
、
外
的
必
然
性
、
即
ち
、
勧
善
懲
悪
・

因
果
応
報
に
活
推
し
進
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
不
自
然
な
、
劃
一
的
人

生
が
惜
拙
か
れ
る
事
と
な
り
、
与
を
さ
切
周
忌
の
K
F
弘
同
告
と
り
古
島
の
結
婚
に

は
、
ロ
・
（
U
Rロ
の
述
べ
る
如
く
、

4
目
立
己
申
の
吾
叩
げ
自
己
四
回
門
店
活
問
向
が
感
ぜ

ら
れ
、

E
b
h
h
hミ
ミ
『
の
の
O

丘町

4
P訟
の
幸
福
の
問
題
（
放
埼
な
青
年
時

代
を
過
し
た
為
に

Z
白
ロ
ミ
と
彼
の
間
に
は
子
供
が
無
く
、
又
、
H
W
目
当
日
巾
も
手
許

に
引
と
る
事
が
出
来
ホ
ノ
、
従
っ
て
、
彼
に
真
の
幸
福
は
来
な
い
）
に
は
牽
強
附
会

の

HU02W
吉
田
江
口
市
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
、
自
由
C
内
の
強
い
道
徳
意
識
は
、
著
し
く
人
生
に
対
す
る
視
角
を
狭

め
る
結
果
を
生
ん
だ
が
、
小
説
中
で
物
語
の
展
開
を
中
断
し
て
屡
々
な
さ
札
る
道

徳
的
談
義
も
、
そ
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
見
る
事
が
出
来
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
人
々
の
行
為
の
動
機
止
を
判
断
す
る
と
き
、
そ
の
判
断
は
わ
れ
わ
れ

が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
感
受
性
と
経
験
か
ら
持
ち
出
す
資
料
の
如
何
に
よ
っ
て
い
ろ

い
ろ
に
変
る
、
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
早
ま
っ
た
軽

卒
な
判
断
を
下
さ
ぬ
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
道
徳
的
調
受
性
に
爪
や
蹄
が
生
え

て
は
い
・
な
い
か
、
よ
く
注
意
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

友
ど
と
い
う
談
義
に

遭
遇
す
る
と
、
。
・
出
・
冨
白
山
叶
が
（
切
に
。
汁
）
目
的
山
口
史
的
百
戸
田
ぴ
ダ

Z
2
5
2）同
v
q

山口問

σ
E
q
g
E
2
8日
立
四
円
丸
山
「
白
三
田
口
弘

2
E
g・0

と
述
べ
て
い
る
の
も
一

志
額
け
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
彼
が
余
り
に
も
一
方
的
で
あ
る
事
は
容
易
に
理
解
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出
来
る
が
、
物
語
の
畏
毘
を
中
断
し
て
試
み
ら
れ
る
と
の
道
徳
談
義
は
∞
－

Hovp

出品

目
。
ロ
の
述
べ
る
様
に
、
ミ

HHhHHK
ミ
由
連
な
拾
で
あ
る
事
は
疑
を
容
れ
な
い
。

さ
て
、
道
徳
意
識
の
過
剰
K
依
る
視
角
の
狭
院
を
認
め
る
に
し
て
も
、
視
点
が

狭
く
隈
ら
れ
て
い
る
が
故
に
巴
目
。
け
は
そ
と
に
思
考
を
凝
集
し
て
人
生
の
深
み
を

洞
察
し
得
た
と
一
式
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
は
、
内
的
必
然
性
に
従
っ
て
描
写
・

展
開
さ
れ
る
諸
人
物
が
、
た
と
え
卒
凡
な
人
で
あ
っ
て
も
、
作
若
の
道
徳
意
識
に

由
来
す
る
或
種
の
深
さ
を
湛
え
て
い
る
事
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
水
嚢

小
屋
の
娘
冨
昌
弘
司
は
、
情
熱
と
理
性
の
葛
藤
を
通
じ
て
人
生
の
深
み
に
到
達
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
女
が
そ
の
葛
藤
を
体
験
し
で
人
生
の
深
み
に
触
れ
た
時
、

彼
女
が
水
車
小
屋
の
娘
で
あ
ろ
う
と
、
金
持
の
事
業
家
の
娘
で
あ
ろ
う
と
、
そ
う

い
っ
た
社
会
的
身
分
は
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
彼
女
は
提
起
さ
れ
た
問
題
に
深
く

没
入
す
る
事
に
依
っ
て
形
相
的
な
存
在
と
な
り
、
一
つ
の
精
神
的
価
値
に
到
達
す

る
の
で
あ
る
。

と
の
様
に
、
巴
目
。
け
は
視
点
を
凝
集
ぜ
し
め
て
人
閣
の
内
部
に
あ
る
精
神
的
価

値
に
注
目
し
た
の
で
あ
っ
て
、
作
中
人
物
は
何
等
か
の
形
で
こ
の
価
値
を
持
っ
て

い
た
の
で
あ
る
o
H
W

－
uo当
白
血
ロ
は
盟
問
。
け
の
作
を
読
め
ば
宅
四
月
刊
山
口
答
申

匂
日
間

g
g
o内
向
田

O己
、
回
出
色
白
血

O三
君
主

n
H
H
v
g
v同
仏
国
広
田
件
。
門
町
を
一
勝
占
y

る
と
述
べ
て
い
る
。

EHOけ
の
作
中
人
物
は
本
質
的
に
観
念
的
存
在
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
巴
日
三
の
小
説
は
所
誼
観
念
小
説
で
は
無
い
の
で
あ
っ
て
、

観
念
的
存
在
と
じ
て
の
人
物
は
現
実
社
会
の
清
渇
の
中
に
飽
和
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
観
念
と
描
か
れ
た
現
実
社
会
の
聞
に
は
調
和
が
あ
っ
た
。

〉
骨
量
切
白
骨
や
豆
諸
m
U
H，己－守
R
な
と
は
彼
等
の
社
会
的
地
位
や
知
的
程

度
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
程
自
己
の
行
動
に
対
し
意
識
的
で
、
ま
た
、
そ
れ
だ
け
に

偉
大
な
観
念
的
内
容
を
持
っ
て
い
た
が
、
彼
等
の
風
貌
や
生
活
環
境
か
ら
参
み
出

る
一
一
抱
一
の
雰
歯
気
は
、
彼
等
の
観
念
な
り
思
想
の
素
朴
さ
に
於
て
調
和
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
少
し
触
れ
た
様
に
、
明
日
目
。
け
は
人
聞
を
内
的
必
然
性

に
よ
っ
て
の
み
把
握
し
、
。
・
H

内・【
U
F
2
5
3
0ロ
の
述
べ
る
如
く
「
雰
囲
気
を

通
し
て
見
な
か
っ
た
〕
の
で
あ
っ
て
、
ヘ
同
仏
民
連
句
白
色
町
や
ミ
ミ

S
H
b
h
H
1』。訟

に
於
け
る
作
中
人
物
を
包
む
雰
囲
気
は
、
巴
日
0
同
の
身
近
な
休
験
を
素
材
と
す

る
こ
れ
等
の
作
品
の
性
質
か
ら
み
て
、
創
作
の
、
過
程
に
於
て
無
意
識
的
に
把
握

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
が
出
来
よ
う
。
こ
の
事
は
、
又
そ
れ
と
は
逆
に
、

初
日
目
。
け
が
身
近
な
体
験
を
離
れ
て
、
想
像
力
に
よ
る
、
或
は
、
古
い
資
料
に
よ
っ

て
創
作
し
た
場
合
に
全
然
雰
囲
気
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
事
に
よ
っ
て
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

ωロ
nv
向
島
旨
町
田
宮
市
山
口
仏
加
古
田
山
田
列
島
町
三
∞
5
4々
巳ロぬ

g
a
巧
巳
U
B
ω
件。ミ

防
白
色
白
色
山
内
問
ロ
ロ
－

q
E
B白色吉ぬ
F
昨

O
B
吾
白
州
国
E
q
a
－
－
な
君
主
nVH門

店開
5
8己
申
告
。
呂
町
田
m
宮山

a
z－－
S

F
目
付
沼
田
N
比
三
自
己
列
8
8
5

・

3
吋
町
。
片
付
EEHHH由
。
℃
山
口
目
。
九

こ
れ
は
。
・
切
H
C
毛
白
山
口
ぬ
の
伝
え
る
盟

2
8
8
の
歴
史
に
通
じ
た
人
々
の

勾
む
き

q
E
評
で
あ
る
が
、
明
日
目
。
門
は
十
五
世
紀
の

EOBanm
の
歴
史
を
精
し
く

調
べ
、
そ
の
得
や
風
俗
・
行
事
を
吋
白
色
町
民
ロ
に
精
帥
酬
に
描
写
し
て
い
る
上
に
、

m
O
E
O－P
3
5
の
性
格
描
写
は
向
善
・
堕
落
え
の
展
開
の
代
表
的
型
と
も
見
ら

れ
る
傑
作
で
あ
り
、
又
、
』
刊
さ
悼
む
な
の
吾
冊
目
白
は
・
『
言
問
H
W
U
H
同町、

S
Eお
門
司
の

発
展
で
ミ
叫
註
目
白
苦
ミ
与
の
り

o
g
p
g
の
生
活
信
条
の
買
o
g
q℃
叩
と
も
一
再

う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、

ζ

れ
等
の
諸
点
を
結
合
す
れ
ば
、
勾
。
苔
む
目
白
は

初
日
目
。
け
が
常
に
生
活
の
根
拠
と
し
て
い
た
義
務
の
問
題
を
正
函
か
ら
扱
っ
た
作
と

し
て
、
思
想
的
に
中
心
と
な
る
代
表
作
で
あ
り
、
叉
、
描
写
力
の
勤
健
に
於
て
も

一
つ
の
］
福
島
を
一
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
事
情
に
も

拘
ら
歩
先
の
批
評
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
間
接
的
に
勾
S
S
E

K
於
け
る
十
五
世
紀
の

E
R
g
s
の
時
代
精
神
・
風
潮
、
或
は
世
俗
人
心
か
ら
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