
も
う
ひ
と
つ
の
世
界

i

l

大
江
健
三
郊
の

「
空
の
怪
物
ア
グ
イ

i
」
論
1

1

て
は
じ
め
に

宋

や
溝
口

一
九
六
三
年
、
大
江
健
三
郎
に
開
害
を
持
っ
た
長
男
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
頭
部
に
障
害
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
子
供
は
、
以
後
、
大
江
健
三
郎

の
作
品
の
中
で
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
「
空
の
珪
物
ア
グ
イ
i
」
は
、
そ
の
最
初
の
作
品
で
あ
る
。

こ
の
小
説
を
独
立
し
た
一
つ
の
作
品
と
し
て
分
析
を
試
み
た
先
行
研
究
は
ま
だ
な
い
。
平
野
謙
は
、
か
つ
て
こ
の
作
品
を
、
吋
個
人
的
な
体

験
い
と
全
く
同
じ
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
採
用
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
結
末
と
全
く
逆
の
構
図
を
提
示
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
作
品
は
、
沼
山
人
的
な
体
験
」
と
あ
わ
せ
読
む
べ
き
重
さ
を
持
っ
た
作
品
と
評
し
て
い
ぶ
。
渡
辺
広
士
は
、
赤
ん
坊
を
現
実
世
界
の
恐

怖
と
見
な
し
、
こ
の
「
空
の
憧
物
ア
グ
イ

i
」
で
は
、
恐
怖
か
ら
の
逃
亡
欲
求
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
化
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
主
題
は
の
ち
に

福
人
的
な
体
笠
で
一
つ
の
結
論
を
与
え
ら
れ
る
、
と
分
析
し
て
い
れ
。
こ
の
よ
う
に
、
と
の
作
品
を
扱
っ
た
従
来
の
先
行
論
は
、
「
個
人
的

な
体
験
」
と
の
関
わ
り
の
視
点
か
ら
こ
の
作
品
を
と
ら
え
、
脳
陣
害
児
誕
生
一
を
め
ぐ
る
倫
理
的
な
問
題
の
次
元
に
と
ど
ま
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
れ

は
、
二
つ
の
作
品
と
も
〈
障
害
を
持
っ
た
子
供
の
出
生
を
め
ぐ
る
父
親
の
強
み
と
そ
の
選
択
〉
を
描
い
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
作
品
は
、
作
者
の
自
伝
的
要
素
、
ま
た
「
鰭
人
的
な
体
験
」
と
の
関
連
を
あ
ま
り
に
も
強
-
識
し
て
読
む
と
き
、
作
品
特
有
の

お
も
し
ろ
さ
を
取
り
逃
す
恐
れ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
ア
グ
イ

i
」
と
い
う
存
在
、
ま
た
「
ア
グ
イ

i
」
が
住
ん
で
い
る
〈
空

の
位
界
〉
は
、
「
個
人
的
な
体
験
」
に
は
な
い
虚
構
の
世
界
で
あ
り
、
〈
障
害
児
の
死
〉
と
い
う
要
素
を
は
ず
し
て
読
ん
で
も
そ
れ
な
り
の
意
味

を
持
っ
た
、
こ
の
作
品
特
有
の
構
成
要
素
だ
と
い
え
る
。
ま
た
、
「
ア
グ
イ
の
世
界
の
真
偽
が
登
場
人
物
で
作
曲
家
D
の
狂
気
の
真
偽
と

39 
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関
わ
っ
て
い
る
点
、
つ
ま
り
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
「
ア
グ
イ

i
」
の
陛
界
は
、
常
に

D
を
通
し
て
し
か
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
読
者
は
語

り
手
の
「
ぼ
く
」
を
通
し
て
し
か
そ
の
出
界
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
間
接
的
な
虚
構
の
シ
ス
テ
ム
も
、
『
個
人
的
な
体
験
」

に
は
な
い
仕
掛
け
で
あ
る
。
実
際
こ
の
作
品
は
、
評
論
家
た
ち
の
中
で
も
、
非
常
に
完
成
度
の
高
い
、
独
立
し
た
短
編
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
て

いず
Q

。
こ
の
作
品
を
「
個
人
的
な
体
験
」
か
ら
切
り
離
し
、
独
立
な
主
題
を
持
つ
作
品
と
読
む
と
き
、
重
要
に
な
る
の
は
、
「
も
う
一
つ
の
世
界
」

(
一
四
九
頁
)
に
対
す
る
解
釈
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

D
に
よ
っ
て
「
も
う
ひ
と
つ
の
腔
界
」
と
呼
ば
れ
る
世
界
は
、
普
通
の
人
間
の
娘
に
は
見

る
こ
と
の
で
き
な
い
「
百
メ

i
ト
ル
の
高
み
の
空
」
(
一
四
九
頁
)
の
位
界
で
あ
る
。
そ
の
出
界
は
、
異
常
・
狂
気
の
世
界
と
も
い
え
る
が
、

ま
た
見
方
を
変
え
れ
、
ぽ
、
霊
魂
の
世
界
と
も
い
え
る
異
世
界
で
あ
る
。

D
が
提
示
す
る
異
世
界
を
読
者
に
伝
え
る
役
割
は
、
「
ぼ
く
」
に
担
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
枠
品
で
「
ぼ
く
」
は
、
ス
ト
ー
リ

i
展
開
上
欠

か
せ
な
い
登
場
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
〈
語
り
手
〉
の
役
割
も
兼
ね
て
い
る
。
作
品
前
半
部
で
、
確
か
に
そ
の
世
界
を
肯
定
で
き
な
か
っ
た
「
ぼ

く
」
は
、
次
第
に
変
化
を
克
せ
、
小
説
の
結
末
部
分
で
は
、

D
が
提
示
す
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
、
つ
ま
り
「
ア
グ
イ

i
」
の
存
在
を
品
同

定
す
る
よ
う
に
な
る
。

普
通
の
人
間
の
限
で
見
て
、
狂
気
の
世
界
に
近
い
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
は
、
は
た
し
て
肯
定
で
き
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
は
な

い
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
り
、
こ
の
作
品
は
雨
義
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
作
品
に
は
、
異
世
界
を
否
定
す
る
姿
勢
か
ら
、
そ
れ
を
宵

定
す
る
姿
勢
へ
と
変
化
を
見
せ
る
「
ぼ
く
」
の
表
面
的
な
語
り
1
1
1
体
験
談
ー
ー
ー
と
同
時
に
、
そ
れ
と
は
反
対
の
方
向
性
、
つ
ま
り
、
肯
定

か
ら
否
定
へ
の
変
化
を
示
す
語
り
が
あ
っ
て
、
常
に
両
義
牲
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
仕
組
み
が
感
じ
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

テ
ク
ス
ト
の
中
に
は
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
る
「
ぼ
く
」
と
は
距
離
を
置
く
仕
組
み
が
存
在
し
、
そ
の
存
在
は
〈
も

う
ひ
と
つ
の
世
界
〉
に
対
し
て
絶
え
ず
中
立
あ
る
い
は
雨
義
的
な
態
度
を
堅
持
し
よ
う
と
す
る
。
渡
辺
広
士
が
、
「
現
実
逃
避
の
幻
影
の
世
界

に
対
す
る
大
江
健
三
郎
の
姿
勢
は
雨
義
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
評
し
た
の
も
、
お
そ
ら
く
テ
ク
ス
ト
の
こ
う
し
た
雨
義
的
な
態
度
と
関
わ
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
の
真
偽
を
め
ぐ
る
こ
の
小
説
の
雨
義
的
な
態
度
は
、
昆
(
体
的
に
テ
ク
ス
ト
の
中
で
如
何
に
巧
み
に
仕

組
ま
れ
て
表
さ
れ
て
い
る
の
か
。
本
稿
は
、
テ
ク
ス
ト
の
中
で
「
ぼ
く
」
が
担
う
二
つ
の
役
割
l
i
a
登
場
人
物
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
と
語
り
手

と
し
て
の
「
ぼ
く
」
i

l
の
距
離
を
考
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
の
解
明
を
試
み
る
。
以
下
、
ま
ず
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
表
面
的
な
対
立
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構
造
で
あ
る
「
ぼ
く
」
と
「
D
」
の
対
立
構
造
が
、
如
何
に
展
開
さ
れ
如
何
に
崩
れ
て
い
く
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
後
、
テ
ク
ス
ト
の
装
備

の
対
立
構
造
と
見
ら
れ
る
、
登
場
人
物
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
と
語
り
手
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
と
の
距
離
が
、
知
何
な
る
装
震
と
し
て
働
き
か
け

て
い
る
の
か
考
察
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
の
拡
張
さ
れ
た
意
味
を
採
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
観
点
か
ら
、
こ
の

テ
ク
ス
ト
の
読
解
を
試
み
る
。

一
一
、
「
ぼ
く
」

v
s
.
「

D
」

異
常
性
の
問
題
は
、
大
江
文
学
を
論
じ
る
際
、
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。
大
江
の
作
品
に
は
頻
繁
に
異
常
な
人
物
が
登
場
し
て
お

り
、
そ
れ
は
と
き
に
は
狂
気
へ
ま
で
発
展
し
て
い
く
。
こ
の
作
品
に
描
か
れ
て
い
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
も
、
い
わ
ゆ
る
〈
普
通
〉
の
限

か
ら
見
れ
ば
異
常
牲
の
世
界
、
狂
気
の
世
界
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
、
表
面
的
な
対
立
構
造
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
正
常
の
世
界
と
異
常
の
世
界
で
あ
る
。
異
常
の
世
界
に
属
し
て
い
る
人
物
は
、

作
曲
家

D
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
登
場
人
物
は
、
一
応
正
常
の
世
界
に
属
し
て
い
る
。
特
に
「
ぼ
く
」
は
、
正
常
の
世
界
に
属
す
る
人
物
を
代

表
す
る
存
在
と
し
て
登
場
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
作
品
に
お
け
る
正
常
と
異
常
の
対
立
構
造
は
、
登
場
人
物
「
ぼ
く
」
と
「
D
」
の
対
立

構
造
と
し
て
寵
換
で
き
る
。

ま
ず
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
内
の
人
物
で
あ
る
D
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

D
は
、
頭
部
に
癌
を
持
っ
て
生
ま
れ
た
自
分
の
赤
ん
坊

に
、
ミ
ル
ク
を
与
え
る
代
わ
り
に
砂
糖
水
だ
け
を
や
り
、
赤
ん
坊
を
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
後
、

D
は
「
積
極
的
に
生
き
る

こ
と
を
拒
否
」
し
、
幻
影
の
位
界
へ
逃
避
す
る
よ
う
に
な
る
。
彼
の
見
る
幻
影
と
は
、
ア
グ
イ

i
、
す
な
わ
ち
彼
の
死
な
せ
た
赤
ん
坊
の
霊
魂

の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
な
ぜ
ア
グ
イ
!
と
い
う
の
か
と
い
え
ば
、
「
そ
の
赤
ん
ぼ
う
は
生
ま
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
に
、
い
ち
ど
だ
け
ア
グ
イ
!

と
い
っ
た
か
ら
な
の
」
(
一
三
九
真
)
で
あ
る
。
ア
グ
イ
i
が
見
え
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
は
、

D
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
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ま
た
、
き
み
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
の
絵
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
ね
?
と
く
に
〈
悪
魔
の
饗
応
を
拒
絶
し
た
も
う
キ
リ
ス
ト
〉
と

い
う
絵
だ
。
ま
た
〈
歌
い
和
す
る
暁
の
星
〉
と
い
う
絵
だ
。
ど
ち
ら
に
も
、
地
上
の
人
間
と
お
な
じ
現
実
感
を
も
っ
た
、
空
中
の
人
間
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
ま
た
、
ぼ
く
の
見
る
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
の
一
面
を
暗
示
し
て
い
る
と
感
じ
る
ん
だ
。
ダ
リ
の
絵
に
も
ぼ
く
の

ハUハ
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見
る
き
わ
め
て
近
い
も
の
が
あ
っ
た
な
あ
。
空
を
、
地
上
か
ら
、
ほ
ぼ
百
米
の
あ
た
り
を
ア
イ
ヴ
ォ
リ
イ
・
ホ
ワ
イ
ト
の
輝
き
を
も
っ
た

半
透
明
の
様
ざ
ま
の
存
在
が
、
浮
遊
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
。
ぼ
く
の
見
る
世
界
と
い
う
の
は
そ
れ
な
ん
だ
よ
。
(
一
四
九
頁
傍
線
筆
者
)

そ
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
が
、
ほ
か
の
人
の
自
に
は
見
え
ず
D
の
自
や
た
け
に
見
え
る
と
い
う
点
で
、

D
は
確
か
に
普
通
の
人
と
区
別
さ

れ
る
。D

が
異
常
世
界
の
内
部
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
見
せ
て
く
れ
る
人
物
で
あ
る
の
に
対
し
、
小
説
前
半
部
の
「
ぼ
く
」
は
、
正
常
な
世
界
を
代
表
す

る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

D
の
生
き
る
も
う
一
つ
の
世
界
は
、
決
し
て
正
常
な
世
界
で
は
な
く
、
異
常
世
界
、
信
じ
ら
れ
な
い
世
界
、

非
現
実
世
界
、
幻
視
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
諮
る
、
〈
普
通
の
眼
v

を
代
表
す
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
「
ぼ
く
」
と
D
と
の
初
対
面
の
日
、

次
の
よ
う
な
「
ぼ
く
」
の
諮
り
を
過
し
て
も
分
か
る
。

ぼ
く
は
か
れ
の
ま
え
に
立
ち
、
か
れ
の
背
後
の
開
聞
か
れ
た
窓
か
ら
、
そ
れ
が
入
っ
て
き
て
か
れ
の
脇
に
降
り
た
つ
こ
と
を
、
し
だ
い
に

緊
張
を
つ
の
ら
せ
な
が
ら
注
意
し
て
い
た
。
ぼ
く
は
J

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
怪
物
の
存
在
を
一
信
じ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
ア
ル
バ
イ
ト
の

賃
金
を
は
ら
っ
て
も
ら
う
だ
け
の
こ
と
は
す
る
た
め
に
ぼ
く
の
雇
傭
主
が
そ
の
妄
想
に
と
ら
え
ら
れ
る
瞬
間
を
見
お
と
す
ま
い
と
心
が
け

て

い

た

の

だ

っ

た

。

(

一

三

回

頁

)
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し
か
し
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
め
ぐ
る
「
ぼ
く
」
と

D
の
対
立
構
造
は
、
小
説
の
前
半
部
と
後
半
部
に
お
い
て
差
異
を
晃
せ
る
。
初

め
は
「
ぼ
く
」
も
他
の
萱
場
人
物
と
同
じ
く
、

D
が
見
て
い
る
〈
空
〉
の
世
界
を
「
妄
想
」
と
し
か
見
な
さ
な
い
。
ま
た
、

D
に
訪
れ
る
ア
グ

イ
!
の
存
在
も
、
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
は
想
像
上
の
「
母
物
」
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
「
ぼ
く
」
は
「
こ
の
ア
ル
バ

イ
ト
を
愛
し
て
い
る
自
分
を
見
出
し
」
、

D
と
離
れ
て
い
る
と
き
に
も
「
D
の
こ
と
、
ば
か
り
考
え
て
い
る
」
自
分
に
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。
そ

れ
は
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
へ
の
関
心
を
次
第
に
深
め
て
い
く
「
ぼ
く
」
の
心
理
的
変
化
を
表
す
部
分
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
「
ぼ
く
」

が
自
分
と
D
の
世
界
と
の
距
離
を
強
調
し
た
部
分
で
あ
る
が
、
事
実
上
、
そ
れ
は
、
「
ぼ
く
」
が
ど
ん
な
に

D
の
世
界
に
接
近
し
て
い
る
の
か

を
証
す
J

も
の
で
あ
る
。



ミ
イ
ラ
と
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
と
い
う
か
、
気
違
い
の
克
張
番
、
が
気
遣
い
に
な
る
と
い
う
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
深
刻
で
ニ
ュ

l
ロ
テ
ィ
ク
な
ど

た
ば
た
劇
の
筋
書
き
ど
お
り
に
、
自
分
の
常
識
の
錘
を
見
う
し
な
う
こ
と
は
す
ま
い
と
誓
っ
て
い
た
の
だ
し
、
(
中
略
)
す
な
わ
ち
、
ぼ
く

は
依
然
と
し
て
、

D
と

そ

の

空

想

上

の

怪

物

と

か

ら

、

冷

静

な

距

離

を

お

い

て

い

た

わ

け

だ

。

(

一

四

七

頁

)

「
ぼ
く
」
は
、
も
は
や
自
分
へ
の
普
い
を
必
要
と
す
る
く
ら
い
に

D
の
世
界
へ
近
づ
き
、
そ
の
た
め
に
次
の
段
階
ー
ー
ー
片
目
を
犠
牲
に
し
た

代
わ
り
に
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
見
る
こ
と
が
可
能
な
段
階
l
l
i
に
ま
で
進
ん
で
い
く
。

作
品
の
中
で
、
ア
グ
イ
i
に
対
す
る
「
ぼ
く
」
の
呼
び
方
が
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
点
も
、
「
ぼ
く
」
の
心
的
変
化
を
裏
付
け
て
い
る
。
そ

れ
は
、
初
め
て
の
外
出
時
と
最
後
の
外
出
時
の
、
「
ぼ
く
」
の
言
い
方
を
比
較
す
れ
ば
す
ぐ
に
分
か
る
。

①
「
そ
れ
が
あ
な
た
の
脇
に
降
り
て
き
て
い
る
と
見
わ
け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
で
し
ょ
う
?
」

②
D
が
な
お
雪
も
よ
い
の
械
ら
し
く
黒
い
空
を
見
あ
げ
た
。
そ
し
て
ア
グ
イ
ー
が
か
れ
の
脇
に
降
り
て
き
た
。

(
一
三
三
頁
)

(
一
五
二
巽
)
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②
は
、

D
と
の
最
後
の
外
出
時
の
も
の
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
に
よ
っ
て
、
初
め
は
「
そ
れ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
存
在
が
、
こ
こ
で
は
な
ん
ら

の
修
飾
も
な
し
に
、
た
だ
「
ア
グ
イ
i
」
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
「
ぼ
く
」
が
、
実
際
に
、
ア
グ
イ
!
の
幻
影

を
克
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
ぼ
く
」
は
、
自
分
の
想
像
し
た
も
の
を
ま
る
で
自
分
の
日
で
克
た
よ
う
に
、

「
ア
グ
イ
i
が
降
り
て
き
た
」
と
叙
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
説
の
前
半
部
で
、
「
ぼ
く
」
が
、
ア
グ
イ
i
を
称
す
る
と
き
に
常
に
付
け
加
え

て
い
た
「
怪
物
」
と
か
「
お
化
け
」
な
ど
の
修
飾
語
が
、
後
半
部
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
「
ぼ
く
」
の
変
化
を
隠
然
た
る
う
ち

に
窺
わ
せ
る
部
分
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
め
ぐ
る
外
側
と
内
側
の
対
立
構
造
は
、
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
外
側
を
代
表
す
る
人
物
で

あ
っ
た
「
ぼ
く
」
の
変
化
を
通
し
て
、
一
克
崩
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
は
、
正
常
性
の
世
界
が
、
異
常
性
の
世
界
に
説
得
さ
れ
た
よ

う
な
感
じ
さ
え
潔
わ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
に
対
す
る
テ
ク
ス
ト
の
両
義
的
な
態
度
は
、
な
お

維
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
そ
れ
は
表
面
上
の
対
立
構
造
が
崩
れ
た
だ
け
で
あ
り
、
実
は
そ
の
裏
側
に
、

も
う
一
つ
の
対
立
構
造
が
潜
在
し
て
い
て
、
こ
の
裏
側
の
構
造
が
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
め
ぐ
る
両
義
的
な
態
度
を
堅
持
さ
せ
て
い
る
か
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ら
で
は
な
い
か
。
以
下
の
節
で
は
、
そ
の
裏
側
の
対
立
構
造
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
一
一
、
登
場
人
物
「
ぼ
く
」

v
s
‘
語
り
手
「
ぼ
く
」

こ
こ
で
は
裏
側
の
対
立
構
造
が
、
登
場
人
物
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
と
語
り
手
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
と
の
距
離
か
ら
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
て
い
き
た
い
。
こ
の
小
説
の
〈
訪
問
り
〉
に
は
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
出
界
」
の
外
側
か
ら
内
側
へ
移
動
し
て
い
く
「
ぼ
く
」
と
い
う
仕
組
み

と
は
方
向
を
異
に
す
る
、
加
の
仕
組
み
が
感
じ
と
れ
る
。
そ
れ
は
異
常
性
の
世
界
へ
の
心
理
変
化
を
見
せ
る
〈
登
場
人
物
「
ぼ
く
じ
と
は
距

離
を
置
い
た
、
〈
語
り
手
「
ぼ
く
じ
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、

D
の
死
を
事
故
と
し
て
語
る
〈
登
場
人
物
「
ぼ
く
」
〉
と
、
そ
れ
が

巧
み
に
計
画
さ
れ
た
自
殺
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
と
暗
示
す
る
〈
語
り
〉
の
ズ
レ
と
し
て
現
れ
る
。
さ
ら
に
、
登
場
人
物
を
演
じ
る
「
ぼ
く
」

と
、
語
り
手
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
の
視
線
の
差
異
は
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
め
ぐ
る
〈
外
側
〉
と
〈
内
側
〉
の
反
転
可
能
性
を
も
暗
示

し
て
い
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
後
に
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
両
者
の
方
向
の
ズ
レ
こ
そ
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
に
対
す

る
テ
ク
ス
ト
の
二
重
的
な
態
度
を
維
持
す
る
重
要
な
仕
掛
け
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
〈
登
場
人
物
「
ぼ
く
」
〉
と
〈
語
り
手
「
ぼ
く
」
〉
と
の
ズ
レ
を
窺
わ
せ
る
、

D
の
死
を
め
ぐ
る
叙
述
を
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず

次
の
引
用
は
、
「
ぼ
く
」
の
娘
に

D
の
交
通
事
故
が
ど
う
映
っ
て
い
た
の
か
を
一
部
す
部
分
で
あ
る
。
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D
と
そ
の
幻
影
が
車
道
に
降
り
た
と
た
ん
に
、
信
号
が
変
わ
っ
た
。

D
は
立
ち
ど
ま
っ
た
。
年
末
の
荷
物
を
積
ん
だ
象
の
よ
う
に
嵩
高
い

ト
ラ
ッ
ク
の
群
が
疾
走
し
た
。
そ
の
時
だ
、
不
意
に

D
が
叫
び
声
を
あ
げ
、
な
に
も
の
か
を
救
助
す
る
よ
う
に
両
手
を
前
に
さ
し
だ
し
て

ト

ラ

ッ

ク

の

あ

い

だ

に

跳

び

だ

し

、

一

瞬

、

は

じ

き

と

ば

さ

れ

た

。

(

一

五

二

頁

)

引
用
に
よ
れ
ば
、

D
は
、
ま
る
で
ア
グ
イ
ー
を
危
険
か
ら
救
う
た
め
に
車
道
へ
飛
び
込
ん
だ
よ
う
に
拙
か
れ
て
い
て
、
「
ぼ
く
」
の
限
に
は

自
殺
と
し
て
は
見
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
作
品
の
中
に
は
、

D
の
死
を
あ
ら
か
じ
め
計
画
さ
れ
た
自
殺
と
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
る
伏
線

が
、
実
は
所
々
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
伏
線
を
設
建
し
た
存
在
は
、
〈
訪
問
り
〉
を
紡
い
で
い
く
語
り
手
で
あ
る
。
例
え
ば
、

D
は
、
そ
の

事
故
以
前
、
自
分
の
作
曲
し
た
楽
譜
の
草
稿
を
す
べ
て
焼
却
し
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
に
「
ぼ
く
」
は
、
楽
譜
の
草
稿
を
取
り
出
す
の
に
必
要



な
鍵
を
受
け
取
る
た
め
、

D
の
離
婚
し
た
妻
の
も
と
へ
と
赴
く
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
「
ぼ
く
」
は
次
の
よ
う
な
疑
い
を
抱
く
。

D
が
、
そ
の
離
婚
し
た
妻
の
い
う
と
お
り
の
状
態
に
あ
る
な
ら
、
か
れ
は
、
こ
の
鍵
で
ひ
ら
い
た
箱
か
ら
、

物
を
と
り
だ
し
自
殺
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る
で
は
な
い
か
?

ひ
と
つ
つ
み
の
シ
ア
ン
化
合

(
一
回

O
頁
)
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「
ぼ
く
」
は
こ
の
後
で
、
楽
譜
の
焼
却
場
面
を
目
撃
し
、
自
分
が
誤
解
し
た
こ
と
を
摺
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
ま
た
、
焼
却
作
業
を
自
殺
す

る
前
の
身
辺
の
整
理
と
見
な
す
な
ら
、
つ
ま
り

D
の
死
を
、
事
故
死
を
偽
装
し
た
自
殺
と
し
て
見
な
す
な
ら
、
や
は
り
あ
の
鍵
は
、

D
の
自
殺

の
伏
線
と
し
て
こ
作
品
の
中
で
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

D
が
、
自
分
の
死
を
準
備
す
る
よ
う
な
気
配
を
見
せ
る
箇
所
が
、
も
う
一
つ
あ
る
。
彼
は
自
分
の
作
品
が
演
奏
さ
れ
た
す
べ
て
の
演
奏
会
場

を
訪
ね
た
が
っ
た
り
、
卒
業
し
た
学
校
へ
も
す
べ
て
出
か
け
た
り
す
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
酒
場
や
映
函
館
、
屋
内

0

ア
ー
ル
な
ど
、
か
つ
て

彼
が
遊
び
に
行
っ
た
場
所
に
ま
で
訪
れ
た
り
、
か
つ
て
の
情
人
と
の
関
を
整
理
し
た
り
す
る
な
ど
、
自
殺
の
準
舗
と
し
て
受
け
取
れ
る
行
動
を

見
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
段
階
で
「
ぼ
く
」
は
、
こ
の
一
連
の
作
業
が
自
殺
の
準
備
だ
と
は
全
く
怒
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作

品
の
語
り
手
で
あ
る
「
ぼ
く
」
は
、

D
の
異
帯
性
自
体
が
ニ
セ
で
あ
る
こ
と
を
予
め
暗
示
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
様
々
な
伏
線
こ
そ
、
一
訪
問
り

子
が
こ
の
作
品
の
中
に
仕
掛
け
て
お
い
た
装
置
で
あ
る
。
そ
う
し
た
語
り
手
の
態
度
は
、

D
の
異
常
性
を
疑
っ
て
い
な
い
〈
登
場
人
物
と
し
て

の
「
ぼ
く
じ
の
態
度
と
は
透
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
〈
語
る
「
ぼ
く
」
〉
と
〈
語
ら
れ
る
「
ぼ
く
じ
の
両
者
の
距
離
が
、
「
も
う
ひ
と
つ
の

位
界
」
の
真
偽
を
め
ぐ
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
二
重
的
態
度
を
支
え
る
の
に
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し

D
の
死
が
彼
自
身
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
た
自
殺
で
あ
っ
た
ら
、

D
は
も
う
こ
れ
以
上
、
異
常
性
の
世
界
に
属
す
る
人
物
だ
と
は
い
え
な

く
な
る
。

D
が
「
ぼ
く
」
に
見
せ
た
ア
グ
イ
!
と
の
出
会
い
の
場
面
も
、
彼
の
演
出
に
よ
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
作

品
の
中
で
ア
グ
イ
ー
が

D
の
前
に
出
現
す
る
の
は
、
他
人
の
耳
自
が

D
に
届
か
な
い
場
所
、
い
い
か
え
れ
ば
「
ぼ
く
」
だ
け
が

D
の
異
常
な
様

子
に
気
づ
く
こ
と
の
可
能
な
状
況
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
新
宿
の
群
衆
の
中
に
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
人
々
の
視
線
が

ク
ル
ク
ル
回
転
し
て
い
る
老
人
に
集
中
し
て
い
た
と
き
で
あ
り
、
ま
た
、
遊
園
地
で

D
が
空
中
ワ
ゴ
ン
に
乗
っ
て
い
た
と
き
で
あ
る
。
あ
る
い

は
ま
た
、
二
人
が
自
転
車
で
外
出
し
た
場
面
に
お
い
て
も
、
ア
グ
イ

i
は
、
「
ぼ
く
」
の
視
線
、
だ
け
が

D
に
向
か
っ
て
い
る
と
き
に
出
現
し
て

い
る
。
こ
う
い
う
状
況
の
設
定
も
、
や
は
り
語
り
手
が
仕
掛
け
て
お
い
た
伏
線
で
あ
ろ
う
。
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D
の
異
常
性
を
疑
わ
し
く
感
じ
さ
せ
る
伏
線
は
、
す
で
に
作
品
の
前
半
部
に
も
あ
る
。

D
は
「
ぼ
く
」
と
の
初
対
面
で
、
っ
て
気
遣
い

に
、
正
常
人
を
試
験
で
き
ま
す
か
?
」
(
二
ニ

O
頁
)
と
訊
い
て
い
る
。

D
が
自
ら
を
「
気
述
い
」
と
名
の
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
実
は

D

が
そ
の
気
迷
い
世
界
に
は
入
っ
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
し
て
読
め
る
。

D
の
父
親
も
、
者
諮
婦
も
、

D
を
「
気
ジ
ル
シ
」
と
見

な
し
て
い
る
の
に
、
語
り
手
は
こ
う
し
た
対
話
の
挿
入
を
通
し
て
、
そ
う
で
は
な
い
可
能
性
も
唆
起
し
続
け
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
D
は
果
た
し
て
狂
人
な
の
か
そ
う
で
な
い
か
〉
と
い
う
向
い
は
、
結
局
、

D
が
事
故
死
し
た
の
か
そ
れ
と
も
自
殺
し
た
の
か
と
い
う
、
小

説
の
後
半
部
の
関
い
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
。
例
の
交
通
事
故
の
場
合
も
、

D
は
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
っ
た
後
、
あ
た
か
も
「
嵩
高
い
ト

ラ
ッ
ク
の
群
が
疾
走
」
す
る
の
を
見
て
か
ら
車
へ
跳
び
出
し
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
れ
が
「
ぼ
く
」
の
眼
に
は
、
「
な
に
も
の
か
を
救
助
す

る
よ
う
に
両
手
を
前
に
さ
し
だ
し
」
た
よ
う
に
見
え
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
故
直
後
、
病
室
に
あ
お
む
け
に
な
っ
た

D
に
向
か
っ
て

呼
び
か
け
る
「
ぼ
く
」
の
疑
問
と
、
そ
れ
に
続
く
D
の
表
情
は
、
彼
の
事
故
を
さ
ら
に
疑
わ
し
く
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
〈
登
場
人
物

「
ぼ
く
じ
は
、
こ
れ
ま
で
の
様
々
な
事
件
が
D
の
自
殺
の
前
触
れ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
う
や
く
気
づ
き
、
病
室
の

D
に

向
か
っ
て
叫
ん
で
い
る
。

195-

「
あ
な
た
は
自
殺
す
る
た
め
に
だ
け
ぼ
く
を
躍
っ
た
ん
で
す
か
?
ア
グ
イ
ー
な
ど
あ
れ
は
カ
ム
ブ
ラ

i
ジ
ュ
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

か
?
」
そ
し
て
ぼ
く
は
諜
に
喉
を
つ
ま
ら
せ
な
が
ら
自
分
に
も
意
外
な
こ
と
を
叫
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
、
「
ぼ
く
は
ア
グ
イ
i
を
信
じ
て

し
ま
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
ん
で
す
!
」
そ
の
と
き
D
の
黒
く
小
さ
く
な
っ
た
顔
に
人
を
峨
弄
す
る
よ
う
な
、
ま
た
好
意
に
み
ち
た
悪
戯
を
す

る
と
き
の
よ
う
な
微
笑
が
浮
か
び
あ
が
る
の
が
涙
で
潤
み
な
に
も
見
え
な
く
な
る
ぼ
く
の
眼
に
う
つ
っ
た
。
(
一
五
回
頁
)

D
が
事
前
に
綴
密
な
計
画
を
立
て
て
'
自
殺
し
た
な
ら
ば
、
「
空
」
の
世
界
は
畑
仕
造
し
た
も
の
に
な
り
、

D
の
異
常
性
も
偽
装
さ
れ
た
も
の
に

な
る
。
反
語
、
そ
の
世
界
を
否
定
し
て
い
た
「
ぼ
く
」
は
、
作
品
の
結
末
部
分
で
「
空
の
ア
グ
イ
!
」
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
結
局
「
も

う
一
つ
の
世
界
」
を
め
ぐ
る
肯
定
と
否
定
は
反
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
に
対
す
る
語
り
手
の
再
義
的
な
態
度
は
、
そ
の

反
転
可
能
性
に
対
し
て
も
続
け
て
喚
起
さ
せ
る
位
置
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
完
己
と
い
う
文
字
に
は
、
〈
ソ
ラ
(
天
)
〉
の
意

味
以
外
に
〈
空
い
て
い
る
(
無
)
〉
の
意
味
も
あ
る
と
い
う
点
も
、
「
空
の
世
物
ア
グ
イ
i
」
に
対
す
る
こ
の
作
品
の
両
義
的
な
態
度
を
暗
示
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
克
え
る
。



以
上
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
作
品
の
表
面
的
な
対
立
構
造

i
i
l
〈
ア
グ
イ

i
は
い
な
い
〉
と
い
う
側
の
「
ぼ
く
」
と
〈
ア
グ
イ

i
は
い
る
〉

と
い
う
側
の
「
D
」
の
対
立
構
造
1
1
1
は
、
「
ア
グ
イ
i
」
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
る
「
ぼ
く
」
の
変
化
に
よ
っ
て
表
面
的
に
は
小
説
の
終
わ

り
ま
で
持
続
で
き
な
く
な
る
。
さ
ら
に
結
末
部
分
で
は
、
〈
ア
グ
イ
i
は
い
な
い
〉
と
い
う
側
の
「
D
」
と
〈
ア
グ
イ
ー
は
い
る
〉
と
い
う
側

の
「
ぼ
く
」
と
い
っ
た
、
対
立
構
造
の
反
転
を
見
せ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
は
作
品
の
所
々
に
、
ア
グ
イ
!
の
否
定

か
ら
肯
定
へ
変
化
し
て
い
く
〈
登
場
人
物
「
ぼ
く
」
〉
と
は
違
う
方
向
性
の
仕
掛
け
を
設
置
し
、
結
果
的
に
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
め
ぐ

る
こ
の
作
品
の
雨
義
的
な
態
度
を
堅
持
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
ア
グ
イ
i
の
世
界
に
対
す
る
真
偽
判
定
は
、
ひ
た
す
ら
読
者
の
判
断
と

選
択
に
任
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

問
、
拡
張
す
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
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こ
の
テ
ク
ス
ト
が
提
示
す
る
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
は
何
を
含
意
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
小
説
の
構
造
は
入
れ
子
型
に
な
っ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
の
意
味
を
、
入
れ
子
構
造
の
中
身
に
当
た
る
部
分

i
i
i
「
ぼ
く
」
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
回
想
記

i
i
!
と
、
入

れ
子
構
造
の
河
端
、
つ
ま
り
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
部
分
に
分
け
て
考
察
し
て
み
た
い
。
と
い
う
の
は
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
の

意
味
が
入
れ
子
構
造
の
両
端
で
、
よ
り
幅
広
く
拡
張
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
拡
張
さ
れ
て
い
る
の
か

理
解
す
る
た
め
に
、
ま
ず
回
想
記
の
部
分
で
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
の
意
味
を
整
理
し
て
み
よ
う
。

こ
の
作
品
で
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
は
、
ア
グ
イ
!
の
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
見
方
に
止
っ
て
は
異
常
の
世
界
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
も

可
能
で
あ
り
、
宗
教
の
世
界
と
し
て
受
け
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
見
方
と
い
う
の
は
、
死
ん
だ
赤
ん
坊
の
霊
魂
の
よ
う
な
ア
グ

イ
!
の
存
在
を
信
じ
る
か
否
か
に
関
わ
っ
て
い
る
。
霊
魂
の
存
在
を
信
じ
な
い
人
に
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
は
、
あ
り
得
な
い
狂
人
の
世

界
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
霊
魂
を
信
じ
る
人
に
お
け
る
そ
の
世
界
は
、
宗
教
的
に
も
解
釈
で
き
る
。
こ
の
作
品
の
宗
教
的
な
色
彩
は
、
す

で
に
ブ
レ
イ
ク
へ
の
言
及
か
ら
も
一
部
さ
れ
て
い
る
。
二
節
で
引
用
し
た
と
お
り
、

D
は
ブ
レ
イ
ク
の
絵
、
〈
悪
魔
の
饗
応
を
拒
絶
し
た
も
う
キ

リ
ス
ト
》
に
関
し
て
直
接
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
絵
に
は
「
地
上
の
人
間
と
お
な
じ
現
実
感
を
も
っ
た
、
空
中
の
人
間
が
描
か
れ
て
い
る
」

(
一
四
九
頁
)
。
ブ
レ
イ
ク
は
「
ヨ
ブ
記
」
吋
神
山
」
の
挿
絵
も
残
し
、
彼
自
身
、
神
と
天
使
の
幻
視
を
見
た
と
い
っ
た
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て
い
る

人
物
で
あ
る
。
ア
グ
イ
!
が

D
の
亡
く
し
た
赤
ん
坊
の
霊
魂
の
よ
う
な
存
在
と
さ
れ
て
い
る
点
、
そ
の
ア
グ
イ
i
が
〈
地
上
〉
と
は
遣
う
〈
空
〉

194-
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の
世
界
に
住
ん
で
い
る
点
、
そ
し
て
「
死
後
の
世
界
」
に
つ
い
て
の
雷
及
が
あ
る
と
い
う
点
等
々
、
も
と
も
と
こ
の
小
説
の
構
想
そ
の
も
の
が

宗
教
的
モ
チ
ー
フ
を
援
用
し
て
い
る
。

そ
の
中
で
特
に
宗
教
的
急
彩
が
濃
い
場
面
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
ぼ
く
」
が

D
と
自
転
車
で
外
出
を
し
、
一
時
的
な
心
理
変
化
を
経
験
す
る

場
面
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
は
そ
れ
を
「
自
分
の
心
理
に
、
奇
妙
な
こ
と
が
お
こ
っ
た
」
と
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
奇
妙
な
こ
と
」
と
は
、

〈
十
頭
以
上
の
ド

i
ベ
ル
マ
ン
の
出
現
↓
「
ぼ
く
」
の
涙
↓
「
ぼ
く
」
の
変
化
〉
と
い
う
一
連
の
事
件
を
指
す
。
そ
れ
は
、
宗
教
的
体
験
と
極

め
て
類
似
し
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
ぼ
く
は
依
然
と
し
て
、

D
と
そ
の
空
想
上
の
怪
物
か
ら
、
冷
静
な
距
離
を
お
い
て
い
た
わ
け
だ
。
そ
れ
で
い
で
し
か
も
、
こ

の
ぼ
く
自
身
の
心
理
に
、
奇
妙
な
こ
と
が
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
う
い
う
風
に
始
ま
っ
た
。
(
中
略
)
犬
の
群
が
近
づ
き
、

D
は
か
れ
の
ア
グ
イ

i
が
、
そ
の
も
っ
と
も
恐
れ
て
い
る
犬
の
群

に
襲
撃
さ
れ
る
と
感
じ
る
ゆ
た
ろ
う
。
赤
ん
ぼ
う
が
犬
の
群
に
栓
え
て
泣
き
叫
ぶ
声
を
、
か
れ
は
開
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
か
れ
は
や
む
な
く

犬
、
と
も
に
む
か
つ
て
た
ち
む
か
う
に
ち
が
い
な
い
、
か
れ
の
赤
ん
ぼ
う
を
守
る
た
め
に
。
そ
し
て
か
れ
は
十
頭
を
こ
え
る
狩
猛
な
ド

i
ベ

ル
マ
ン
に
た
ち
ま
ち
ず
た
ず
た
に
岐
み
裂
か
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
(
中
略
)
そ
し
て
ぼ
く
は
な
に
ひ
と
つ
策
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
ず
、

(
中
略
)
眼
を
つ
む
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
獣
く
さ
い
匂
い
が
犬
ど
も
の
足
音
と
吠
え
声
と
と
も
に
、
ぽ
く
を
持
っ
た
と
き
、
ぼ
く
は
、

硬
く
閉
じ
た
除
の
あ
い
だ
か
ら
せ
に
然
と
涙
を
流
し
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ぼ
く
は
恐
姉
心
の
波
に
は
こ
び
さ
ら
れ
る
ま
ま
に
、
自

己
放
棄
し
た
:

ぼ
く
の
一
屑
に
、
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
優
し
さ
の
、
あ
ら
ゆ
る
優
し
さ
の
真
の
核
心
の
援
し
さ
の
掌
が
置
か
れ
た
。
ぼ
く
は
ア
グ
イ
i
に
触

れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
感
じ
た
。
し
か
し
そ
の
掌
が
、
(
中
略
)
ぼ
く
の
雇
傭
主
の
挙
で
あ
る
こ
と
を
ぼ
く
は
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
、
ぼ

く
の
閉
じ
た
限
は
お
び
た
だ
し
い
涙
を
こ
ぼ
し
つ
づ
け
、
ぼ
く
は
そ
の
ま
ま
、
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
一
屑
を
ふ
る
わ
せ
て
す
す
り
泣
い
て

い
た
。
(
中
略
)
涙
を
流
し
た
あ
と
、
ぼ
く
は
街
気
と
反
発
心
と
、
疑
い
深
い
片
意
地
な
心
と
を
摩
滅
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

(
一
回
八
i

一
四
九
頁
)

「
し
か
し
浮
遊
し
て
い
る
そ
れ
ら
の
存
在
を
克
る
眼
、
降
り
て
く
る
か
れ
ら
を
感
じ
と
る
耳
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
相
応
の
犠
牲
を

は
ら
っ
て
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
で
も
突
然
、
な
ん
の
犠
牲
も
努
力
も
な
く
、
そ
の
能
力
が
さ
ず
か
る
瞬
間
が
あ
る



ん
だ
、
今
さ
っ
き
の
き
み
の
場
合
が
、
お
そ
ら
く
そ
う
だ
つ
た
ん
だ
と
忠
う
よ
」

(
一
回
九
l

一五
O
貰
)

こ
こ
で
「
ぼ
く
」
の
涙
が
〈
変
化
〉
の
た
め
の
嫡
い
の
涙
の
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、

D
が
「
無
償
の
犠
牲
」
に
つ
い
て
諮
っ
て
い
る
点
は
、

宗
教
的
な
体
験
と
似
て
い
る
。
「
空
」
の
世
界
(
ア
グ
イ

i
の
世
界
)
に
対
し
て
「
ぼ
く
」
が
態
度
変
化
を
起
こ
す
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
イ

ニ
シ
エ

i
シ
ョ
ン
的
な
儀
式
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
援
似
的
な
照
い
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
「
ぼ
く
」
の
、
三
一
止
の
世
界
に
対
す
る
心
理
的
変

化
が
可
能
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
山
折
哲
雄
は
、
「
一
視
は
日
常
的
な
対
象
世
界
を
瞬
時
の
う
ち
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
暗

転
を
過
し
て
身
体
の
カ
タ
ル
シ
ス
と
精
神
の
再
生
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
象
徴
的
な
流
出
物
で
あ
る
」
と
述
べ
、
一
探
を
宗
教
体
験
の
重

要
な
要
素
と
し
て
見
な
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
体
験
の
後
、
「
ぼ
く
」
は
す
ぐ
に
感
情
の
平
衡
を
取
り
戻
し
、
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ク
」

で
な
か
っ
た
直
前
の
自
分
を
み
、
す
か
ら
非
難
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ぼ
く
」
の
踏
い
の
涙
は
擬
似
的
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
事
件
以
後
、
異
常
性
に
対
す
る
「
ぼ
く
」
の
警
戒
心
は
さ
ら
に
強
ま
り
、
「
田
沢
一
怖
」
の
段
階
へ
ま
で
進
ん
で
い
く
が
、
そ
れ
も
や
は

り
彼
の
揺
れ
る
心
理
変
化
を
反
証
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

「
ぼ
く
」
は

D
の
ア
ル
バ
イ
ト
か
ら
十
年
が
経
っ
た
時
点
で
、
片
目
の
喪
失
に
伴
っ
て
や
が
て
ア
グ
イ
ー
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、

頑
強
に
ア
グ
イ

i
の
世
界
を
警
戒
し
て
や
ま
な
か
っ
た
「
ぼ
く
」
が
、
十
年
後
に
そ
の
世
界
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
十
年
が
経
っ
た
現
在
の
時
点
で
書
か
れ
た
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
は
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
が
、
異
常
性
の
世
界
・
霊
魂

の
世
界
だ
け
で
な
く
、
よ
り
拡
張
し
た
多
義
的
な
世
界
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
小
説
に
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
124

グ
の
形
式
が
必
要
と
さ
れ
た
の
は
、
ま
ず
は
「
ぼ
く
」
が
も
う
一
つ
の
世
界
を
肖
定
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
を
語
る
た
め
で
あ
り
、
そ
の
肯
定
に
至
る
ま
で
の
十
年
と
い
う
時
間
の
経
過
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
で
も
あ
る
。
十

年
前
の
「
ぼ
く
」
に
は
克
え
な
か
っ
た
世
界
が
、
十
年
が
経
っ
た
後
、
す
な
わ
ち
「
ぼ
く
」
が
十
年
前
の
彼
の
一
雇
用
主
と
同
じ
年
齢
に
な
っ
て

か
ら
初
め
て
見
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
そ
の
十
年
が
「
欠
落
」
と
関
係
が
あ

J

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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そ
の
瞬
間
、
ぼ
く
の
す
ぐ
背
後
か
ら
、
カ
ン
ガ
ル
ー
ほ
ど
の
大
き
さ
の
懐
か
し
い
ひ
と
つ
の
存
在
、
が
、
ま
だ
冬
の
生
硬
さ
を
の
こ
す
涙
ぐ

ま
し
い
ブ
ル
!
の
空
に
む
か
つ
て
と
び
た
つ
の
を
感
じ
、
ぼ
く
は
思
い
が
け
な
く
、
さ
よ
う
な
ら
ア
グ
イ
!
と
心
の
な
か
で
い
っ
た
の
で

あ
る
。
(
中
略
)
こ
の
十
年
間
に
〈
時
間
〉
が
ぼ
く
の
空
の
高
み
を
浮
遊
す
る
ア
イ
ヴ
ォ
リ
イ
・
ホ
ワ
イ
ト
の
も
の
で
い
っ
ぱ
い
に
し
た

-192-
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こ
と
を
も
知
っ
た
。

五
回
l

一
五
五
頁
)

引
用
に
よ
れ
ば
、
十
年
は
「
ぼ
く
」
に
と
っ
て
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
数
々
の
も
の
を
様
、
つ
た
め
に
必
要
な
時
顕
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
か

つ
て
「
空
虚
な
倉
庫
」
(
一
五

O
頁
)
に
す
ぎ
な
か
っ
た
「
ぼ
く
」
の
克
己
が
、
「
見
喪
っ
た
」
様
々
な
も
の
で
「
い
っ
ぱ
い
」
に
な
る
た
め

に
、
こ
の
十
年
が
必
要
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
辺
正
の
世
界
が
「
ぼ
く
」
に
訪
れ
る
の
は
、
「
ぼ
く
」
が
か
つ
て

D
の
い
っ
て
い
た
「
欠

落
」
を

L

身
に
つ
け
た
後
で
あ
り
、
つ
ま
り
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
が
見
え
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
「
ぼ
く
」
が
人
生
の
様
々
な
局
面
の
中
で
、

「
欠
落
」
と
い
う
辛
さ
を
経
験
し
た
後
で
あ
る
。

こ
の
作
品
の
主
題
に
関
し
て
先
行
研
究
は
、
赤
ん
坊
を
死
な
せ
た
自
ら
の
狂
気
に
対
す
る
D
の
自
己
処
断
の
作
品
、
あ
る
い
は
非
現
世
的
な

時
間
へ
の
逃
避
な
ど
、
そ
の
大
部
分
が
作
家
大
江
健
三
郎
の
障
害
を
持
っ
た
長
男
の
誕
生
と
関
連
づ
け
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
黒

古
一
夫
は
、
こ
の
作
品
を
「
大
江
は
異
常
児
を
殺
し
た
(
で
あ
ろ
う
)
自
分
を
狂
気
に
お
ち
い
っ
た
人
間
で
あ
っ
た
と
判
断
し
、
そ
の
こ
と
か

ら
そ
の
狂
者
で
あ
る
主
人
公
が
自
分
が
殺
し
た
嬰
児
に
逆
襲
さ
れ
自
殺
に
ま
で
追
い
込
ま
れ
て
し
ま
う
過
程
」
を
描
い
た
も
の
と
説
明
し
て
い

る
。
し
か
し
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
提
示
す
る
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
は
、
単
に
〈
正
気
/
狂
気
〉
〈
現
実
/
幻
影
〉
〈
肉
身
/
霊
魂
〉
の
次
元
だ
け

に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
は
そ
の
拡
-
張
さ
れ
た
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
の
意
味
を
の
ぞ
か
せ
て
く
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
部
分
が
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
あ
る
次
の
簡
一
昨
で
あ
る
。
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ぼ
く
は
自
分
の
部
屋
に
独
り
で
い
る
と
き
、
海
賊
の
よ
う
に
黒
い
帯
で
右
綬
に
マ
ス
ク
を
か
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ぼ
く
の
右
側
の
限
が
、

外
観
は
と
も
か
く
実
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
か
ら
だ
。
と
い
っ
て
、
ま
っ
た
く
見
え
な
い
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ふ
た
つ
の
践
で

こ
の
世
界
を
見
ょ
う
と
す
る
と
、
明
る
く
輝
い
て
、
く
っ
き
り
し
た
世
界
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
、
ほ
の
暗
く
賜
っ
て
、
あ
い
ま
い
な
世
界

が
、
ぴ
っ
た
り
か
さ
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ぼ
く
は
完
全
舗
装
の
道
を
あ
る
い
て
い
る
う
ち
に
不
安
定
と
危
険

の
感
覚
に
お
び
や
か
さ
れ
て
、
ド
ブ
を
出
た
ド
ブ
鼠
の
よ
う
に
立
ち
す
く
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
し
、
快
活
な
友
人
の
顔
に
不
幸
と
疲

労
の
か
げ
り
を
見
出
し
て
、
た
ち
ま
ち
ス
ム
ー
ズ
な
日
常
茶
飯
の
会
話
を
、
問
問
難
な
渋
滞
感
に
つ
き
ま
と
わ
れ
た
吃
り
の
毒
で
、
台
な
し

に

し

て

し

ま

う

こ

と

が

あ

る

。

(

一

二

五

頁

)
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引
用
文
で
分
か
る
よ
う
に
、
「
ぼ
く
」
が
片
目
を
失
っ
て
か
ら
や
が
て
目
覚
め
る
よ
う
に
な
っ
た
世
界
は
、
単
に
狂
気
の
世
界
で
は
な
く
、

明
る
い
世
界
の
裏
側
に
あ
る
ほ
の
暗
く
弱
っ
た
世
界
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
快
活
な
顔
に
隠
さ
れ
た
不
幸
の
か
げ
り
で
あ
っ
た
り
す
る
。
つ
ま

り
表
面
の
世
界
で
は
な
く
、
裏
側
の
世
界
な
の
で
あ
り
、
は
っ
き
り
と
眼
に
見
え
る
世
界
で
は
な
く
普
通
の
限
に
は
稀
に
し
か
見
え
な
い
、
隠

さ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
十
年
前
の
回
想
記
の
中
で
は
、
た
だ
克
己
の
世
界
、
異
常
牲
の
控
界
、
あ
る
い
は
「
現
実
逃
避
の
幻
影
の
世
界
」
の

よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
が
、
プ
ロ
ロ
ー
グ
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
に
よ
り
広
い
意
味
を
持
っ
た
世
界
と
し
て
暗
示
さ
れ

て
い
る
。
「
ぼ
く
」
が
こ
う
い
う
か
た
ち
で
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
の
存
在
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
の
は
、
結
局
、
人
間
と
い
う
存
在
の
持

つ
不
可
解
な
も
う
一
つ
の
側
面
を
提
示
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
善
意
と
対
立
す
る
人
関
存
在
内
部
の
悪
意
や
暴
力
な
ど
、

わ
れ
わ
れ
の
人
生
が
必
然
的
に
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
暗
間
の
世
界
、
か
げ
り
の
側
面
が
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
自
分
を
「
恐
ろ
し
い
災
厄
か
ら
ま
も
る
つ
も
り
で
」
(
一
三
九
頁
)
赤
ん
坊
を
死
な
せ
た

D
の
狂
気
じ
み
た
行
動
も
、
こ
の
「
も

う
ひ
と
つ
の
世
界
」
に
属
し
て
い
る
か
も
知
れ
ず
、
ま
た
、
自
分
の
意
志
と
は
無
関
係
に
障
害
の
赤
ん
坊
が
生
ま
れ
た
こ
と
自
体
も
、
人
生
の

か
げ
り
、
不
可
解
な
側
面
か
も
知
れ
な
い
。
こ
こ
で
「
空
の
怪
物
ア
グ
イ

i
」
と
同
じ
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
長
編
「
個
人
的
な
体
験
』
が
想

起
さ
れ
る
。
主
人
公
鳥
は
悩
ん
だ
あ
げ
く
結
局
、
自
分
の
赤
ん
坊
を
受
け
入
れ
る
決
心
を
す
る
。
そ
の
決
心
を
す
る
ま
で
に
患
が
経
験
し
た
苦

痛
、
つ
ま
り
赤
ん
坊
を
死
な
せ
た
い
と
い
う
誘
惑
も
、
ま
さ
に
「
も
う
一
つ
の
世
界
」
に
属
す
る
人
間
存
在
の
暗
い
断
語
で
あ
ろ
う
。
そ
の

「
ほ
の
暗
く
摺
っ
て
、
あ
い
ま
い
な
世
界
」
が
常
に
「
明
る
く
輝
い
て
、
く
っ
き
り
し
た
世
界
」
に
「
ぴ
っ
た
り
か
さ
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
」

と
い
う
こ
重
性
は
、
人
間
が
生
き
て
い
く
以
上
、
担
わ
ざ
る
を
得
な
い
生
の
表
裏
な
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
作
品
は
、
日
常
的
な
眼
に

と
っ
て
不
可
視
的
と
も
い
え
る
人
間
存
在
の
不
可
解
な
「
も
う
一
つ
の
」
側
面
、
裏
側
へ
の
一
瞥
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
は
ま
た
、
語
り
手
の
両
義
性
の
仕
掛
け
と
し
て
の
「
片
目
」
の
役
割
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
こ
の
小
説
に
プ
ロ

ロ
i
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
形
式
が
必
要
で
あ
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
「
片
目
」
の
設
定
に
よ
り
〈
語
り
手
〉
の
一
両
義
的
な
態
度
を
暗
示
す

る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
ぼ
く
」
が
失
っ
た
も
の
が
他
な
ら
ぬ
「
片
目
」
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
そ
の
世
界
に
対
す
る
語
り

手
の
雨
義
的
な
態
度
を
表
す
の
に
非
常
に
効
果
的
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。
「
空
」
の
世
界
を
感
じ
と
る
力
を
得
る
た
め
片
目
を
失
っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
の
腔
界
が
肉
眼
に
は
見
え
な
い
特
別
な
世
界
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
世
界
の
持
っ
た
非
正
常
性
・
異
常

性
を
暗
示
す
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
こ
の
殴
界
の
一
つ
の
裏
側
と
し
て
認
め
る
か
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
簡
単
に
異
常
な
気
迷
い
じ
み
た
世
界
と
し
て
拒
絶
す
る
か
、
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
語
り
手
の
同
義
的
な
態
度
を
裏
付
け
る
の
に
、
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「
片
呂
」
は
極
め
て
有
効
な
装
置
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
語
る
「
ぼ
く
」
〉
は
、
〈
諮
ら
れ
る
「
ぼ
く
じ
を
「
片
目
」
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
世
界
の
異
常
性
を
も
暗
示
し
、
結
果
的
に
、
諮
り
手
と
し
て
の
自
分
は
、
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
〈
登

場
人
物
「
ぼ
く
」
〉
と
は
距
離
を
撞
い
た
地
点
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
む
す
び

以
上
で
考
察
し
た
と
お
り
、
「
ぼ
く
」
は
最
初
は
D
の
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
の
外
側
に
位
誼
し
て
い
た
が
、
徐
々
に
そ
の
内
側
へ
近
づ

い
て
い
く
。
「
ぼ
く
」
が
そ
の
世
界
を
肯
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
か
げ
り
の
註
界
が
人
間
の
生
き
て
い
く
限
り
、
誰
で

あ
ろ
う
と
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
生
の
裏
側
で
あ
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
作
品
全
体
を
通
し
て
感
じ
と
ら
れ
る

〈
諮
り
〉
は
、
そ
の
「
ぼ
く
」
と
は
異
な
る
位
置
か
ら
D
の
世
界
を
眺
め
、
そ
の
世
界
に
対
す
る
詞
義
的
な
態
度
を
堅
持
す
る
。

娘
に
見
え
な
い
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
宗
教
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、
そ
の
世
界
i

l
誰
に
も
完
全
に

は
否
定
で
き
な
い
世
界
i

i
の
真
偽
が
、
実
は
そ
れ
が
実
在
す
る
か
否
か
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
れ
を
信
じ
る
か
否
か
の
問
題
に
帰
着
す
る
と

い
う
点
も
、
語
り
手
は
つ

u

つ
け
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
「
ぼ
く
」
が
経
験
し
た
話
を
信
じ
る
か
否
か
、
と
い
う
問
題
は
読
者
に
委
ね

ら
れ
、
〈
語
る
「
ぼ
く
」
〉
は
、
決
し
て
〈
語
ら
れ
る
「
ぼ
く
」
〉
と
向
じ
位
置
に
立
っ
て
〈
諮
ら
れ
る
「
ぼ
く
」
〉
へ
の
共
感
を
読
者
に
強
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
こ
の
作
品
の
仕
掛
け
は
、
〈
語
り
手
と
し
て
の
「
ぼ
く
」
〉
と
〈
登
場
人
物
と
し
て
の
「
ぼ

く
じ
の
距
離
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
。

{
注
}

(
l
)
平
野
謙
、
「
作
家
論
語

i
大
江
健
三
郎
」
『
平
野
謙
全
集
(
第
九
巻
)
」
、
新
潮
社
、
九
七
五
、
五
二
一
一
良

(2)
渡
辺
広
士
、
「
現
代
の
恐
怖
|
中
期
の
短
篇
」
「
大
江
健
三
郎
」
(
増
補
新
版
}
、
審
美
社
、
一
九
九
四
、
八
九
頁

(3)
室
井
光
広
や
井
口
時
男
は
、
こ
の
小
説
を
子
供
を
め
ぐ
る
倫
理
的
な
こ
と
、
大
江
の
私
小
説
的
な
前
提
な
ど
を
外
し
て
読
ん
だ
と
き
に
、
非
常
に
密
度
の
濃
い
作
品

と
し
て
読
め
る
と
い
っ
て
い
る
。
桑
原
丈
和
も
、
「
空
の
怪
物
ア
グ
イ
!
」
と
「
個
人
的
な
体
験
』
は
、
小
説
と
し
て
全
く
違
っ
た
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

川
本
三
郎
、
「
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

i

大
江
健
三
郎
」
「
文
学
界
』
、
一
九
八
五
、
二
月
号
/
井
口
時
男
外
「
座
談
会

l
大
江
全
作
品
ガ
イ
ド
」
「
群
像
特
別
編
集

i

大
江
健
三
部
い
、
講
談
社
M
O
O
K
、
一
九
九
五
/
桑
原
丈
和
、
三
個
人
的
な
体
験
い
論
」
円
大
江
健
三
郎
論
町
三
二
書
房
、
一
九
九
七
、
二

O
四
頁
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(
4
)
本
稿
に
引
用
し
た
テ
ク
ス
ト
は
「
大
江
健
三
郎
全
作
品
6
」
(
新
潮
社
、
一
九
七
二
)
に
よ
る
。
以
下
テ
ク
ス
ト
の
引
用
け
は
、
ぺ

i
ジ
だ
け
を
明
記
す
る
。

(5)
渡
辺
広
士
、
「
解
説
」
完
工
の
程
物
ア
グ
イ
i
」
、
新
潮
文
庫
、
一
九
九
回
、
一
一
八
六
頁

(6)
本
論
文
の
中
で
、
〈
諮
り
子
「
ぼ
く
」
〉
と
が
〈
諮
る
「
ぼ
く
じ
の
よ
う
に
、
特
別
な
修
飾
が
な
い
ま
ま
「
ぼ
く
」
と
記
、

J

さ
れ
て
い
る
の
は
、
〈
登
場
人
物
と
し
て
の

「
ぼ
く
」
〉
、
つ
ま
り
〈
語
ら
れ
る
「
ぼ
く
」
〉
を
指
す
。

(7)
山
折
哲
雄
、

2
一
小
教
経
験
と
し
て
の
涙
」
「
日
本
宗
教
文
化
の
構
造
と
抱
型
」
、
青
土
社
、
一
九
九
五
、

(8)
黒
古
一
夫
、
「
障
害
児
と
の
共
生
|
父
と
子
の
共
鳴
音
」
「
大
江
健
三
郎
論
」
、
彩
流
社
、
一
九
九
回
、

(9)
一
平
野
謙
、
前
掲
書
、
五
二
四
頁

(
刊
)
黒
古
一
夫
、
前
掲
欝
、
一
四
七
頁

(
日
)
渡
辺
広
士
、
前
掲
書
、
二
八
六
頁
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一四一一
i
二
回
三
一
頁

一
一
山
六
頁
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