
村上春樹『ノルウェイの森』論 :
〈カジュアルティーズ〉をめぐって

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-04-13

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 陳, 柯岑

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00017938URL



村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論 

―
―
〈
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
―

一

で
あ
る
（
３
）。
対
幻
想
と
共
同
幻
想
は
互
い
に
対
立
す
る
関
係
に
あ
る
が
、

対
幻
想
の
〈
性
〉
的
本
質
が
共
同
幻
想
に
拡
大
す
る
過
程
の
ど
こ
か
で
、
対

幻
想
と
共
同
幻
想
の
接
合
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は
〈
性
〉
か
ら
〈
政
治
〉
へ

の
移
行
で
あ
り
、〈
性
〉
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
〈
政
治
〉
の
優
位
性
の
成

立
で
あ
る
。

　

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
作
品
の
背
景
に
一
九
六
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け

て
の
大
学
闘
争
と
そ
の
挫
折
が
描
か
れ
、
自
死
し
た
「
直
子
」
の
弔
い
の
祭

儀
が
「
直
子
」
と
の
対
関
係
に
あ
っ
た
二
人
の
人
物
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と

い
う
作
品
の
構
成
は
、
対
幻
想
の
〈
性
〉
的
本
質
と
共
同
幻
想
の
〈
政
治
〉

性
と
の
対
立
関
係
を
鋭
く
描
き
出
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
作
品
全
体
の
エ

ピ
ロ
ー
グ
と
し
て
描
か
れ
た
「
多
く
の
祭
り
（
フ
ェ
ス
ト
）
の
た
め
に
」
と

い
う
一
行
は
、〈
性
〉
と
〈
政
治
〉
の
対
立
を
全
身
で
生
き
た
若
者
の
成
就

し
え
な
か
っ
た
多
く
の
理
想
と
、
そ
れ
ら
を
弔
う
嘆
き
の
儀
式
に
捧
げ
ら
れ

た
言
葉
な
の
だ
。

序
　
「
戦
闘
員
の
滅
損
」
に
つ
い
て

　

村
上
春
樹
の
長
編
小
説
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』（
１
）
の
作
品
世
界
に
は
、

二
本
の
軸
が
交
差
し
て
い
る
。
一
つ
は
人
間
存
在
の
必
然
性
と
偶
然
性
を
結

ぶ
軸
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
必
然
性
と
は
、
私
が
私
と
し
て
こ
の
世
界
に
存

在
し
て
い
る
こ
と
が
何
者
か
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
で
あ

る
。
偶
然
性
は
、
偶
有
性
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
（
２
）。
す
な
わ

ち
私
は
も
し
か
す
る
と
他
の
よ
う
に
も
あ
り
得
た
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
存

在
の
必
然
性
は
超
越
的
な
大
文
字
の
他
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
充
足
感
で

あ
り
、
存
在
の
偶
有
性
は
、
そ
の
よ
う
な
他
者
の
弱
体
化
の
中
で
発
生
す
る

主
体
の
崩
壊
感
覚
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

　

も
う
一
つ
の
軸
は
、
対
幻
想
と
共
同
幻
想
を
結
ぶ
軸
で
あ
る
。
対
幻
想
は

本
来
〈
性
〉
的
な
対
関
係
を
意
味
す
る
が
、
対
幻
想
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の

発
展
と
し
て
共
同
幻
想
が
成
立
す
る
と
い
う
の
が
吉
本
隆
明
の
共
同
幻
想
論

村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論

―
―
〈
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
―

陳
　
　
　
柯
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二

で
あ
り
、
大
学
紛
争
の
終
結
が
批
判
的
に
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
み

れ
ば
、
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
の
苦
悩
の
半
面
が
当
時
の
社
会
的
動
乱
の
只

中
や
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
接
点
に
生
き
な
が
ら
、
そ
の
場
所
か
ら
機
を
見

て
巧
み
に
退
散
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
倫
理
的
に
生
き
よ
う
と
苦
闘

し
た
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
そ
れ
に
も
ま
し
て
彼
ら
に
と
っ
て
大
き
な
苦
し
み
と
な
っ
た
の
は
、

倫
理
的
正
し
さ
を
理
想
と
す
る
時
代
の
徹
底
的
な
敗
北
を
潜
り
抜
け
た
後
の

閉
塞
し
た
世
界
の
中
で
、
残
さ
れ
た
理
想
世
界
を
他
者
の
内
面
世
界
に
し
か

期
待
で
き
ず
、
到
達
不
可
能
な
理
想
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
志
向
性
に
永
遠

に
と
ら
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
理
想
喪
失
の
事
実
を
確
認
し
終
え
た
後
、
虚
無
的
な
ア
イ
ロ
ニ
ー
に
陥

る
の
で
も
な
く
、
理
想
主
義
か
ら
保
守
的
な
現
実
主
義
に
転
向
す
る
の
で
も

な
く
、
依
然
と
し
て
倫
理
的
な
正
し
さ
を
手
放
す
の
で
な
い
な
ら
ば
、
永
遠

に
到
達
不
可
能
な
領
域
に
理
想
を
想
定
し
、
そ
こ
に
向
け
て
手
を
伸
ば
し
続

け
る
し
か
な
い
。

　

残
さ
れ
た
最
後
の
秘
境
と
し
て
、
他
者
の
内
面
を
希
求
す
る
行
為
の
ひ
と

つ
の
純
粋
な
形
を
恋
愛
に
求
め
る
こ
と
は
確
か
に
可
能
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
の
恋
愛
に
は
成
算
が
な
い
。
失
わ
れ
た
理
想
の
空
白
を
埋
め
よ
う
と
す
る

不
可
能
な
闘
い
に
勝
つ
見
込
み
は
な
い
の
だ
。
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ（「
戦

闘
員
の
滅
損
」）
は
こ
の
よ
う
に
し
て
増
え
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
生

　

『
全
作
品
６
』（
一
九
九
一
年
三
月 

講
談
社
）
の
「
自
作
を
語
る
」
の
中

で
村
上
春
樹
は
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る
。

　

こ
の
話
は
基
本
的
に
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
（
う
ま
い
訳
語
を
持
た

な
い
。
戦
闘
員
の
滅
損
と
で
も
言
う
の
か
）
に
つ
い
て
の
話
な
の
だ
。

そ
れ
は
僕
の
ま
わ
り
で
死
ん
で
い
っ
た
、
あ
る
い
は
失
わ
れ
て
い
っ
た

す
く
な
か
ら
ざ
る
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。
僕

が
こ
こ
で
本
当
に
描
き
た
か
っ
た
の
は
恋
愛
の
姿
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
の
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー

ズ
の
あ
と
に
残
っ
て
存
続
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
人
々
の
、
あ

る
い
は
物
事
の
姿
で
あ
る
。（
中
略
）
そ
れ
は
人
々
が
孤
独
に
戦
い
、

傷
つ
き
、
失
わ
れ
、
失
い
、
そ
し
て
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
延
び
て
い

く
こ
と
な
の
だ
。

　

カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
を
犠
牲
者
、
と
り
わ
け
戦
闘
の
犠
牲
者
と
い
う
意

味
を
込
め
て
村
上
春
樹
は
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
死
者
た
ち
を
こ
の
よ
う

に
呼
ぶ
。
こ
の
作
品
が
「
僕
の
ま
わ
り
で
死
ん
で
い
っ
た
、
あ
る
い
は
失
わ

れ
て
い
っ
た
す
く
な
か
ら
ざ
る
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
話
」
で

あ
る
と
す
る
な
ら
、
彼
ら
を
死
に
ま
で
追
い
詰
め
た
も
の
は
な
ん
で
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
作
品
の
時
間
が
主
と
し
て
一
九
六
八
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て



村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論 

―
―
〈
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
―

三

そ
ん
な
風
に
育
っ
た
の
。」
と
説
明
す
る
「
直
子
」
の
言
葉
に
対
応
し
、
さ

ら
に
同
じ
第
六
章
で
「
直
子
」
が
「
私
た
ち
普
通
の
男
女
の
関
係
と
は
ず
い

ぶ
ん
違
っ
て
た
の
よ
。
何
か
ど
こ
か
の
部
分
で
肉
体
が
く
っ
つ
き
あ
っ
て
い

る
よ
う
な
、
そ
ん
な
関
係
だ
っ
た
の
。
あ
る
と
き
遠
く
に
離
れ
て
い
て
も
特

殊
な
引
力
に
よ
っ
て
ま
た
も
と
に
戻
っ
て
く
っ
つ
い
て
し
ま
う
よ
う
に
ね
。」

と
語
る
部
分
に
も
つ
な
が
る
重
要
な
改
変
で
あ
る
。

　

あ
た
か
も
「
直
子
」
と
「
キ
ズ
キ
」
が
血
を
分
け
た
双
生
児
で
あ
る
か
の

よ
う
な
「
直
子
」
の
認
識
は
、
他
者
関
係
か
ら
始
ま
る
恋
愛
の
プ
ロ
セ
ス
と

は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
成
長
し
た
二
人
が
性
的
欲
求
に
促
さ
れ
恋
人
ら
し

い
性
行
為
に
及
ぶ
の
も
、「
直
子
」
と
「
キ
ズ
キ
」
の
場
合
、
一
つ
の
身
体

の
内
側
で
生
じ
る
生
理
的
な
現
象
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
性
的
な
行

為
だ
け
で
な
く
、
二
人
の
間
の
自
我
の
交
流
や
葛
藤
も
、
極
め
て
独
特
な
、

あ
る
意
味
で
は
異
様
な
様
相
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

と
に
か
く
私
た
ち
は
そ
ん
な
具
合
に
成
長
し
て
き
た
の
よ
、
二
人
一

組
で
手
を
と
り
あ
っ
て
。
普
通
の
成
長
期
の
子
供
た
ち
が
経
験
す
る
よ

う
な
性
の
重
圧
と
か
エ
ゴ
の
膨
張
の
苦
し
み
み
た
い
な
も
の
を
殆
ん
ど

経
験
す
る
こ
と
な
く
ね
。
私
た
ち
さ
っ
き
も
言
っ
た
よ
う
に
性
に
対
し

て
も
一
貫
し
て
オ
ー
プ
ン
だ
っ
た
し
、
自
我
に
し
た
っ
て
お
互
い
で
吸

収
し
あ
っ
た
り
わ
け
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
か
ら
と
く
に

き
延
び
た
も
の
も
ま
た
、
こ
の
終
わ
り
の
な
い
闘
い
を
闘
い
続
け
る
し
か
な

い
。

　

本
稿
は
、
一
九
八
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
描
か
れ

た
幾
人
も
の
死
者
と
、
彼
ら
に
深
く
関
わ
ろ
う
と
し
た
人
々
が
ど
の
よ
う
な

闘
い
を
生
き
切
っ
た
の
か
、
そ
し
て
結
果
的
に
不
幸
な
末
路
を
辿
ら
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ

の
考
察
に
よ
っ
て
、
作
者
で
あ
る
村
上
春
樹
に
よ
る
人
間
性
の
理
解
と
、
そ

の
小
説
化
の
技
法
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章
　
「
直
子
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

　

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
第
二
章
と
第
三
章
の
原
型
と
な
っ
た
「
蛍
」

（
一
九
八
三
年
一
月
）（
４
）
は
、
長
編
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
描
か
れ
る

こ
と
に
な
る
「
直
子
」
と
「
キ
ズ
キ
」、
そ
し
て
語
り
手
の
「
僕
」
と
の
関

係
が
集
約
的
に
描
か
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。「
蛍
」
か
ら
第
二
、
第
三
章

へ
の
改
稿
の
過
程
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、「
直
子
」
と
「
キ
ズ
キ
」
と
の
関

係
の
始
ま
り
が
「
蛍
」
で
は
「
小
学
校
か
ら
の
幼
な
じ
み
」
で
あ
っ
た
の
が
、

第
二
章
で
は
「
殆
ん
ど
生
ま
れ
落
ち
た
時
か
ら
の
幼
な
じ
み
」
と
改
め
ら
れ

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
改
変
は
、
第
六
章
で
「
阿
美
寮
」
に
「
直
子
」
を
訪

ね
た
「
僕
」
に
、「
私
た
ち
三
つ
の
頃
か
ら
一
緒
に
遊
ん
で
い
た
の
よ
。
私

た
ち
い
つ
も
一
緒
に
い
て
い
ろ
ん
な
話
を
し
て
、お
互
い
を
理
解
し
あ
っ
て
、



四

を
引
き
裂
い
て
、
回
復
不
可
能
な
地
点
に
永
遠
に
留
め
置
い
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
直
子
」
は
他
者
と
の
緊
張
関
係
の
中
を
生
き
延
び
る

た
め
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
キ
ズ
キ
」
の
支
え
を
「
キ
ズ
キ
」
の
自

死
に
よ
っ
て
突
然
失
い
、
そ
の
不
完
全
な
姿
の
ま
ま
現
実
世
界
の
他
者
関
係

の
な
か
に
放
り
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

極
限
の
直
接
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
部
に
「
直
子
」
と
「
キ
ズ
キ
」

が
「
三
つ
の
頃
か
ら
」
生
き
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
一
体
性
の
ゆ
え

に
、
こ
の
二
人
の
間
の
性
交
の
不
可
能
性
と
い
う
症
状
と
な
っ
て
現
れ
て
い

る
。　

開
か
な
か
っ
た
の
、
ま
る
で
。
だ
か
ら
す
ご
く
痛
く
っ
て
。
乾
い
て

て
、
痛
い
の
。
い
ろ
ん
な
風
に
た
め
し
て
み
た
の
よ
、
私
た
ち
。
で
も

何
や
っ
て
も
だ
め
だ
っ
た
わ
。

　

こ
の
事
実
は
二
人
に
と
っ
て
の
越
え
が
た
い
溝
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

一
体
で
あ
る
が
故
の
絶
望
的
な
不
可
能
性
で
あ
る
。
二
人
の
性
行
為
は
す
べ

て
、
性
交
の
代
替
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
身
体
の
一
体
性
そ
の
も
の
を

否
定
し
か
ね
な
い
疑
似
的
な
他
者
関
係
を
、
こ
の
代
替
と
し
て
の
性
的
行
為

に
よ
っ
て
偽
装
し
、
自
己
欺
瞞
的
に
継
続
し
て
い
た
と
い
え
る
。
さ
ら
に
こ

の
問
題
は
、「
直
子
」
の
「
二
十
歳
の
誕
生
日
」
に
語
り
手
の
「
僕
」
と
の

強
く
意
識
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
し
。
私
の
言
っ
て
る
意
味
わ
か
る
？

　

「
直
子
」
と
「
キ
ズ
キ
」
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
が
「
小
学
校
か
ら
」
で

は
な
く
「
三
つ
の
頃
か
ら
」
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
改
稿
に
よ
っ
て
、
互
い

の
身
体
の
関
係
性
が
一
層
直
接
的
な
も
の
と
な
る
。
自
我
形
成
以
前
の
二
人

に
と
っ
て
、
互
い
の
存
在
は
「
お
互
い
で
吸
収
し
あ
っ
た
り
わ
け
あ
っ
た
り

す
る
」
こ
と
で
一
体
と
し
て
生
き
る
の
で
あ
り
、
身
体
的
な
共
振
・
共
鳴
の

関
係
が
二
人
の
関
係
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
二
人
の
関
係
が
、
恋
愛
関
係
と
呼
べ
る
か
ど
う

か
疑
問
で
あ
ろ
う
。
異
な
る
二
つ
の
人
格
が
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
の
内
面
に
映

し
出
さ
れ
た
自
分
の
像
を
予
測
し
つ
つ
、
言
葉
の
力
を
借
り
な
が
ら
、
信
と

不
信
、
期
待
と
幻
滅
、
接
近
と
退
却
を
繰
り
返
し
、
時
に
嫉
妬
の
感
情
を
介

在
さ
せ
る
恋
愛
関
係
は
、
互
い
の
存
在
が
相
手
に
と
っ
て
全
く
偶
然
の
存
在

で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
根
源
的
懐
疑
に
常
に
晒
さ
れ
続
け
る
。

恋
愛
関
係
を
生
き
る
こ
と
の
困
難
さ
は
、
身
体
的
な
共
振
・
共
鳴
の
関
係
を

望
み
な
が
ら
、
そ
の
不
可
能
性
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
。

　

作
者
村
上
春
樹
は
「
直
子
」
と
「
キ
ズ
キ
」
を
直
接
的
な
一
体
性
の
も
の

と
し
て
描
き
な
が
ら
、「
直
子
」
に
「
キ
ズ
キ
君
の
こ
と
本
当
に
愛
し
て
た
」

と
語
ら
せ
る
こ
と
で
、
恋
愛
と
し
て
は
極
め
て
不
自
然
な
形
の
中
に
こ
の
二

人
を
閉
じ
込
め
、
さ
ら
に
「
キ
ズ
キ
」
自
死
後
の
「
直
子
」
の
自
我
と
身
体
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間
の
経
緯
の
短
い
説
明
が
書
か
れ
、
そ
れ
に
添
え
て
次
の
よ
う
に
「
直
子
」

は
書
い
て
い
る
。

　

私
の
言
い
た
い
の
は
私
の
こ
と
で
あ
な
た
に
自
分
自
身
を
責
め
た
り

し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
こ
れ
は
本
当
に
私
が
自
分

で
き
ち
ん
と
全
部
引
き
受
け
る
べ
き
こ
と
な
の
で
す
。
こ
の
一
年
あ
ま

り
私
は
そ
れ
を
の
ば
し
の
ば
し
に
し
て
き
て
、
そ
の
せ
い
で
あ
な
た
に

も
ず
い
ぶ
ん
迷
惑
を
か
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
し
て
た

ぶ
ん
こ
れ
が
限
界
で
す
。

　

「
直
子
」
か
ら
の
二
回
目
の
手
紙
は
九
月
は
、「
阿
美
寮
」
で
の
生
活
が

始
ま
り
、
そ
こ
で
の
生
活
の
様
子
も
細
か
く
書
か
れ
た
長
い
手
紙
で
あ
る
。

そ
の
手
紙
の
冒
頭
で
「
直
子
」
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

　

私
は
そ
の
四
カ
月
の
あ
い
だ
あ
な
た
の
こ
と
を
ず
い
ぶ
ん
考
え
て
い

ま
し
た
。
そ
し
て
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
私
は
自
分
が
あ
な
た
に
対

し
て
公
正
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
私
は
あ
な
た
に
対
し
て
、
も
っ
と
き
ち
ん
と
し
た
人
間
と
し

て
公
正
に
振
舞
う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
う
の
で
す
。

性
交
の
成
立
に
よ
っ
て
複
雑
な
倫
理
問
題
と
な
っ
て
「
直
子
」
を
襲
う
こ
と

に
な
る
。

　

私
、
あ
の
二
十
歳
の
誕
生
日
の
夕
方
、
あ
な
た
に
会
っ
た
最
初
か
ら

ず
っ
と
濡
れ
て
た
の
。
そ
う
し
て
あ
な
た
に
抱
か
れ
た
い
と
思
っ
て
い

た
の
。（
中
略
）そ
ん
な
こ
と
思
っ
た
の
っ
て
は
じ
め
て
よ
。ど
う
し
て
？　

ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
？　

だ
っ
て
私
、
キ
ズ
キ
君
の
こ

と
本
当
に
愛
し
て
い
た
の
よ

　

こ
こ
で
の
「
直
子
」
は
既
に
「
阿
美
寮
」
で
の
療
養
に
入
っ
て
お
り
、
同

室
の
「
レ
イ
コ
さ
ん
」
の
見
守
る
中
で
「
僕
」
に
向
け
て
語
ら
れ
た
言
葉
で

あ
る
。「
直
子
」
は
「
二
十
歳
の
誕
生
日
」
の
「
僕
」
と
の
性
交
体
験
を
こ

の
よ
う
に
「
キ
ズ
キ
」
と
の
愛
の
関
係
と
対
比
し
な
が
ら
語
っ
て
お
り
、
自

分
の
身
体
的
な
予
想
外
の
反
応
を
全
く
理
解
で
き
な
い
も
の
と
し
て
受
け
止

め
か
ね
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

小
説
の
展
開
上
、
こ
の
「
二
十
歳
の
誕
生
日
」
の
場
面
は
極
め
て
重
要
で

あ
る
。「
直
子
」
は
こ
の
日
、「
僕
」
と
性
交
し
た
後
一
言
も
語
ら
な
く
な
り
、

翌
朝
部
屋
を
出
た
「
僕
」
の
知
ら
な
い
間
に
神
戸
の
実
家
に
戻
り
、
精
神
科

と
思
わ
れ
る
病
院
に
通
う
こ
と
に
な
る
。
二
か
月
以
上
の
音
信
不
通
状
態
が

続
き
、
七
月
に
入
り
よ
う
や
く
届
い
た
「
直
子
」
か
ら
の
短
い
手
紙
に
そ
の
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神
の
失
調
が
快
癒
し
う
る
と
い
う
可
能
性
を
「
直
子
」
自
ら
が
ひ
そ
か
に
認

め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
を
認
め
て
し
ま
っ
て
は
、

「
直
子
」
の
「
キ
ズ
キ
」
と
の
一
体
感
（
の
記
憶
）
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。「
直
子
」は
、こ
の
二
通
の
手
紙
を
通
じ
て
改
め
て「
あ
な
た（
僕
）」

の
愛
を
突
き
放
し
、
そ
の
よ
う
な
冷
淡
な
行
為
を
と
っ
て
き
た
自
分
を
「
公

正
で
は
な
か
っ
た
」と
い
う
言
い
方
で
客
観
的
に
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

二
通
目
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
翌
日
、「
僕
」
は
京
都
の
「
阿
美
寮
」
に

向
け
て
出
発
す
る
。「
レ
イ
コ
さ
ん
」
に
迎
え
ら
れ
、上
述
し
た
よ
う
に
「
レ

イ
コ
さ
ん
」
立
ち
合
い
の
も
と
で
三
人
が
話
を
す
る
う
ち
に
、誕
生
日
に
「
直

子
」が
初
め
て
体
験
し
た
身
体
上
の
性
的
な
興
奮
状
態
に
話
題
が
及
ぶ
。「
ど

う
し
て
そ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
？
」
と
自
問
自
答
す
る
「
直
子
」
は
、
そ

の
直
後
に
「
突
然
体
を
震
わ
せ
て
泣
き
は
じ
め
」
る
。
療
養
中
の
「
直
子
」

を
依
然
と
し
て
強
く
と
ら
え
て
い
る
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
は
、「
キ
ズ
キ
」
と

の
一
体
化
し
た
状
態
を
自
死
し
た
「
キ
ズ
キ
」
と
再
度
一
体
化
す
る
こ
と
で

回
復
す
る
し
か
快
癒
の
道
は
な
い
と
い
う
想
念
へ
の
執
着
で
あ
る
。

　

だ
が
そ
の
一
方
で
、
既
に
み
て
き
た
通
り
誕
生
日
の
「
僕
」
と
の
性
交
体

験
が
「
直
子
」
の
身
体
を
深
く
と
ら
え
、一
つ
に
は
快
癒
の
可
能
性
が
「
僕
」

と
の
関
係
の
選
択
の
方
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
と
な
っ
て
「
直

子
」
の
内
面
を
脅
か
し
、
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
「
直
子
」
に
と
っ
て
秘
め

ら
れ
た
不
安
と
し
て
、「
キ
ズ
キ
」
と
の
性
行
為
の
代
替
性
（
性
交
の
不
能
性
）

　

四
月
半
ば
の
誕
生
日
か
ら
四
ヵ
月
近
く
の
間
に
「
直
子
」
が
考
え
て
い
た

の
は
、
自
分
自
身
の
精
神
の
失
調
を
回
復
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
も
の
は
何

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
療
養
施
設
に
入
っ
た
こ
と
の

目
的
が
回
復
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
何
を

も
っ
て
彼
女
の
精
神
の
バ
ラ
ン
ス
を
回
復
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、「
直

子
」
に
と
っ
て
は
あ
る
種
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
似
た
困
難
な
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

二
通
の
手
紙
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ま
ず
「
直
子
」
に
と
っ
て

「
あ
な
た
（
僕
）」
は
あ
く
ま
で
も
他
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
確
認
の
反
復

で
あ
り
、
そ
の
確
認
行
為
の
意
味
の
重
さ
で
あ
ろ
う
。「
僕
」
と
誕
生
日
に

性
交
に
及
ん
だ
自
分
自
身
の
行
為
の
記
憶
を
、「
直
子
」
は
ま
ず
「
キ
ズ
キ
」

へ
の
深
い
思
い
と
切
り
離
す
。
す
な
わ
ち
「
僕
」
と
の
行
為
に
よ
っ
て
「
直

子
」
の
精
神
の
内
部
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
混
乱
が
、「
僕
」
と
の
関
係
性
の

重
要
性
を
認
識
す
る
方
向
に
向
か
う
道
を
鎖
し
て
し
ま
う
。
あ
く
ま
で
「
直

子
」
の
精
神
内
部
の
問
題
、「
キ
ズ
キ
」
と
一
体
化
し
た
自
分
自
身
の
問
題

と
し
て
矮
小
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
本
来
な
ら
「
僕
」
と
「
キ
ズ
キ
」
の
二
人

の
間
に
立
つ
一
つ
の
人
格
で
あ
る
は
ず
の「
直
子
」の
倫
理
的
な
苦
衷
が
、「
直

子
」
自
身
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
、
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

だ
が
「
直
子
」
の
こ
う
し
た
心
理
的
操
作
の
背
後
に
窺
え
る
の
は
、「
僕
」

の
「
直
子
」
に
向
け
ら
れ
た
正
直
な
思
い
に
縋
る
こ
と
で
、「
直
子
」
の
精
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否
認
す
る
者
で
も
あ
る
「
僕
」
の
存
在
は
「
キ
ズ
キ
」
と
「
直
子
」
の
閉
じ

ら
れ
た
関
係
に
対
し
て
危
険
な
他
者
と
し
て
立
ち
現
れ
る
で
あ
ろ
う
（
５
）。

　

「
直
子
」
が
「
僕
」
の
存
在
を
引
き
留
め
な
が
ら
も
そ
の
存
在
を
遠
ざ
け
、

否
定
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
「
直
子
」
の
そ
の
よ
う
な
心
理
の
屈
折

に
起
因
し
て
い
る
。
例
え
ば「
直
子
」は「
僕
」に
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
く
し
、
社
会
の
中
に
出
て
い

か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
し
。
だ
か
ら
あ
な
た
は
私
た
ち
に
と
っ
て
は
重

要
な
存
在
だ
っ
た
の
よ
。
あ
な
た
は
私
た
ち
と
外
の
世
界
を
結
ぶ
リ
ン

ク
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
よ
。
私
た
ち
は
あ
な
た
を
仲
介
に

し
て
外
の
世
界
に
う
ま
く
同
化
し
よ
う
と
私
た
ち
な
り
に
努
力
し
て
い

た
の
よ
。
結
局
は
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
け
れ
ど
（
中
略
）
で
も
私
た

ち
が
あ
な
た
を
利
用
し
た
な
ん
て
思
わ
な
い
で
ね
。（
中
略
）
キ
ズ
キ

君
は
死
ん
で
も
う
い
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
け
れ
ど
、
あ
な
た
は
私
と
外

の
世
界
を
結
び
つ
け
る
唯
一
の
リ
ン
ク
な
の
よ
、
今
で
も
。（
中
略
）

そ
し
て
そ
ん
な
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
、
結
果
的

に
は
私
た
ち
あ
な
た
の
心
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
わ

ね
。
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
な
ん
て
思
い
つ
き
も
し
な

か
っ
た
の
よ

そ
れ
自
体
が
、「
キ
ズ
キ
」
の
自
死
の
一
因
で
は
な
い
か
と
い
う
強
迫
性
の

オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
「
直
子
」
を
責
め
立
て
て
い
る
可
能
性
が
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

「
直
子
」
は
こ
の
時
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
二
人
は
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
だ
っ
た
の
よ
。
だ
か

ら
も
し
キ
ズ
キ
君
が
生
き
て
い
た
ら
、
私
た
ち
た
ぶ
ん
一
緒
に
い
て
、

愛
し
あ
っ
て
い
て
、
そ
し
て
少
し
ず
つ
不
幸
に
な
っ
て
い
っ
た
と
思
う

わ

　

「
直
子
」
の
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
お
そ
ら
く
生
前
の
「
キ
ズ
キ
」
に
も

共
有
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、二
人
の
こ
の
よ
う
な「
離

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
関
係
」
は
「
キ
ズ
キ
」
自
身
が
考
え
る
「
直
子
」
の

未
来
に
と
っ
て
非
常
に
不
都
合
な
関
係
だ
と
「
キ
ズ
キ
」
が
考
え
た
と
し
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。「
キ
ズ
キ
」
は
自
死
す
る
こ
と
で
こ
の
関
係
を
断
ち

切
ろ
う
と
し
た
、
そ
う
「
直
子
」
は
考
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
幾
重
に
も
重
な
る
疑
念
が
「
直
子
」
を
捉
え
、
精
神
の
安
定

の
回
復
を
妨
げ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
出
口
の
な
い
オ

ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
「
直
子
」
に
と
っ
て
は
、
外
界
へ
の
出

口
へ
と
導
く
導
き
手
で
あ
り
、
同
時
に
「
キ
ズ
キ
」
へ
の
「
直
子
」
の
愛
を
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が
成
立
し
な
い
と
い
う
症
状
に
二
人
の
関
係
の
歪
み
が
現
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
。
こ
の
問
題
が「
直
子
」の
内
面
で
大
き
な
強
迫
観
念
に
な
っ
た
の
は
、「
キ

ズ
キ
」
の
死
後
、
東
京
で
偶
然
再
会
し
た
「
直
子
」
と
「
僕
」
と
の
間
で
、

性
交
体
験
が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る
。「
直
子
」
の
表
層
の
意
識

に
お
い
て
「
僕
」
は
、「
キ
ズ
キ
」
の
生
前
も
死
後
に
お
い
て
も
外
界
と
の
「
リ

ン
ク
」
で
し
か
な
い
。
だ
が
、「
直
子
」
は
「
僕
」
と
の
関
係
性
の
方
に
精

神
の
回
復
の
可
能
性
を
感
じ
取
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、そ
の
感
覚
は
「
直
子
」

の
深
層
意
識
に
抑
圧
さ
れ
排
除
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
が
こ
こ
ま
で
の
考
察
の
流
れ
で
あ
る
。
作
品
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
「
直
子
」
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。「
キ
ズ
キ
」

の
自
死
後
、そ
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
で
回
復
し
よ
う
と
も
が
い
て
い
る「
直

子
」
は
、「
キ
ズ
キ
」
と
の
一
体
化
の
回
復
と
い
う
不
可
能
な
選
択
肢
と
、「
直

子
」
を
外
界
に
連
れ
出
す
こ
と
で
、「
キ
ズ
キ
」
の
存
在
の
重
み
を
否
定
す

る
「
僕
」
と
い
う
、「
直
子
」
に
と
っ
て
は
選
択
不
可
能
な
二
つ
の
道
が
目

の
前
に
あ
る
の
だ
。

　

「
直
子
」
が
「
キ
ズ
キ
」
を
選
び
取
る
こ
と
は
、
現
実
的
に
は
「
直
子
」

の
自
死
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
そ
の
選
択
に
よ
っ
て
「
直
子
」
は
再
び
存

在
の
必
然
性
を
取
り
戻
し
、
世
界
の
中
で
世
界
と
と
も
に
自
足
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
、「
直
子
」
が
「
僕
」
を
選
び
取
れ
ば
、
二
人
の
関

係
性
は
常
に
状
況
の
中
で
揺
れ
動
き
、
他
者
の
介
入
な
ど
様
々
な
要
因
に
深

　

「
直
子
」の「
僕
」へ
の
態
度
は
明
ら
か
に
両
義
的
な
も
の
だ
。「
キ
ズ
キ
」

が
自
死
し
た
後
も
「
直
子
」
が
外
界
へ
の
「
リ
ン
ク
」
と
し
て
「
僕
」
を
求

め
る
こ
と
は
、「
キ
ズ
キ
」
と
「
直
子
」
が
一
体
だ
っ
た
時
に
「
僕
」
が
「
リ

ン
ク
」
と
し
て
必
要
だ
っ
た
の
と
は
意
味
合
い
が
全
く
違
う
。「
直
子
」
の

こ
の
言
葉
は
、「
キ
ズ
キ
」
を
捨
て
「
僕
」
を
成
長
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て

選
ぶ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
だ
が
「
直
子
」
が
そ
の
こ

と
に
は
っ
き
り
と
意
識
的
で
あ
る
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
彼
女
の

言
葉
は
、
彼
女
の
意
識
と
と
も
に
両
義
的
な
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
両
義
性
は
、「
阿
美
寮
」
で
の
最
初
の
夜
、
夜
中
に
目
を
覚

ま
し
た
「
僕
」
の
前
に
現
れ
た
「
直
子
」
が
音
も
な
く
ガ
ウ
ン
を
脱
い
で
裸

に
な
り
、
そ
の
裸
体
を
「
僕
」
の
目
の
前
に
曝
し
、「
や
が
て
彼
女
は
ガ
ウ

ン
を
再
び
ま
と
い
（
中
略
）
静
か
に
寝
室
の
ド
ア
を
開
け
て
そ
の
中
に
消
え
」

て
い
く
と
い
う
不
思
議
な
行
動
に
も
現
れ
て
い
る
。
翌
朝
皆
が
目
覚
め
た
後

の
「
直
子
」
に
は
「
昨
夜
僕
の
前
で
裸
に
な
っ
た
と
い
う
気
配
は
ま
る
で
感

じ
ら
れ
な
か
っ
た
」。
い
わ
ば
二
つ
の
人
格
が
「
直
子
」
の
内
部
に
存
在
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
作
中
に
描
か
れ

た
「
キ
ズ
キ
」
と
「
直
子
」
の
関
係
は
双
生
児
の
よ
う
に
一
体
化
し
た
身
体

性
の
も
と
に
あ
り
、
自
他
関
係
を
前
提
と
す
る
恋
愛
関
係
と
は
大
き
く
異
な

る
。「
直
子
」
は
そ
の
関
係
を
恋
愛
と
考
え
て
い
る
が
、
二
人
の
間
で
性
交
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節
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

土
曜
の
夜
に
な
る
と
僕
は
電
話
の
あ
る
玄
関
ロ
ビ
ー
の
椅
子
に
座
っ

て
、
直
子
か
ら
の
電
話
を
待
っ
た
。（
中
略
）
僕
は
い
つ
も
そ
ん
な
沈

黙
の
空
間
に
ち
ら
ち
ら
と
浮
か
ん
で
い
る
光
の
粒
子
を
見
つ
め
な
が

ら
、
自
分
の
心
を
見
定
め
よ
う
と
努
力
し
て
み
た
。
い
っ
た
い
俺
は
何

を
求
め
て
る
ん
だ
ろ
う
？　

そ
し
て
い
っ
た
い
人
は
俺
に
何
を
求
め
て

い
る
ん
だ
ろ
う
？　

し
か
し
答
え
ら
し
い
答
え
は
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
。
僕
は
と
き
ど
き
空
中
に
舞
う
光
の
粒
子
に
向
け
て
手
を
伸
ば
し
て

み
た
が
、
そ
の
指
先
は
何
も
触
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
一
節
か
ら
了
解
で
き
る
の
は
、
毎
週
日
曜
日
に
「
死
ん
だ
友
達
の
恋

人
と
デ
ー
ト
」
を
繰
り
返
し
、
土
曜
の
夜
に
な
る
と
「
直
子
」
か
ら
の
電
話

を
待
つ
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
場
所
を
知
り
た
い
と
願
う
「
僕
」
の
姿
で
あ

る
。
自
分
の
進
も
う
と
し
て
い
る
方
向
の
先
に
何
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は

「
直
子
」
は
ど
の
よ
う
な
場
所
に
「
僕
」
を
導
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
分

か
れ
ば
、
闇
の
中
を
遠
ざ
か
る
蛍
の
光
に
指
を
伸
ば
す
よ
う
な
あ
て
ど
な
い

思
い
を
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。

　

そ
の
意
味
で
、「
僕
」
の
「
同
居
人
」
が
地
理
学
を
専
攻
し
、
将
来
国
土

地
理
院
に
就
職
し
て
地
図
を
作
る
の
が
夢
だ
と
い
う
設
定
に
は
意
味
が
あ

く
影
響
さ
れ
、
二
人
の
関
係
が
偶
然
に
も
た
ら
さ
れ
必
然
的
な
関
係
で
は
あ

り
え
な
い
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
二
人
の
恋
愛
が
偶

有
的
関
係
で
し
か
な
い
と
い
う
事
実
の
前
で
衰
弱
し
て
い
く
こ
と
を
避
け
る

こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

第
二
章
　
「
緑
」
と
「
レ
イ
コ
」

　

上
述
の
短
篇
「
蛍
」
に
は
地
理
学
を
専
攻
し
将
来
国
土
地
理
院
に
就
職
し
、

地
図
を
作
る
の
が
夢
だ
と
い
う「
同
居
人
」が
登
場
す
る
。
潔
癖
な
こ
の「
同

居
人
」
の
お
か
げ
で
「
僕
」
の
部
屋
は
い
つ
も
「
清
潔
そ
の
も
の
」
だ
が
、

こ
の
「
同
居
人
」
が
こ
の
短
編
の
終
幕
部
分
で
「
瓶
に
入
れ
た
蛍
」
を
「
僕
」

に
く
れ
る
。
作
品
の
末
尾
で
「
僕
」
が
瓶
か
ら
出
し
た
蛍
が
「
淡
い
闇
の
中
」

を「
東
に
向
け
て
飛
び
去
っ
て
」い
き
、「
僕
は
何
度
も
そ
ん
な
闇
の
中
に
そ
っ

と
手
を
伸
ば
し
て
み
た
。
指
は
何
に
も
触
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
小
さ
な
光
は
、

い
つ
も
僕
の
指
の
ほ
ん
の
少
し
先
に
あ
っ
た
」と
書
か
れ
る
。
短
編「
蛍
」は
、

こ
こ
に
描
か
れ
た
よ
う
に
、
闇
の
中
に
指
を
伸
ば
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
指
の

先
が
何
に
も
触
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
感
覚
、
言
い
換
え
れ
ば
、「
僕
」

は
何
か
を
求
め
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
一
体
何
な
の
か
、「
僕
」
に
も
わ
か

ら
な
く
な
っ
て
い
る
感
覚
が
テ
ー
マ
な
の
だ
。「
直
子
」
と
の
関
係
が
そ
の

背
景
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
し
て
こ
の
感
覚
の
よ
り
具
体

的
な
描
写
を
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
第
三
章
で
書
き
加
え
ら
れ
た
次
の
一



一
〇

　

こ
こ
で
は
「
緑
」
の
役
割
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
（
６
）。「
あ
な
た
、
今

ど
こ
に
い
る
の
？
」
と
い
う
問
い
は
、「
僕
」
が
「
緑
」
に
向
か
っ
て
歩
く

こ
と
が
で
き
る
の
か
を
厳
し
く
問
う
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
そ
も
そ
も
初
め

て
「
緑
」
が
作
中
に
登
場
す
る
の
は
、
第
四
章
冒
頭
近
く
で
「
同
居
人
」
が

突
然
退
寮
し
た
こ
と
を
「
寮
長
」
か
ら
告
げ
ら
れ
た
場
面
の
直
後
で
あ
る
。

い
わ
ば
「
緑
」
は
消
え
た
「
同
居
人
」
の
代
理
と
し
て
作
中
に
登
場
す
る
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
「
緑
」
は
自
分
が
何
を
求
め
て
い
る
か
、

人
が
自
分
に
何
求
め
て
い
る
か
を
常
に
理
解
し
な
が
ら
、
自
分
の
行
く
べ
き

正
し
い
道
を
相
手
の
居
場
所
に
応
じ
て
巧
み
に
進
路
変
更
し
な
が
ら
進
む
こ

と
が
で
き
る
人
間
で
あ
り
、伸
ば
し
た
指
の
先
に
あ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
、

常
に
明
晰
に
理
解
で
き
て
い
る
。

　

「
僕
」
と
は
対
照
的
な
人
物
像
で
あ
る
が
、
し
か
し
両
者
に
は
大
き
な
共

通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
を
求
め
引
き
寄
せ
た
い
と
願
う
志
向
性
の
強
さ

で
あ
る
。「
僕
」
に
は
そ
の
志
向
性
の
向
か
う
先
に
「
直
子
」
が
い
る
の
は

確
か
だ
が
、
先
述
し
た
通
り
彼
女
は
そ
も
そ
も
「
僕
」
の
欲
望
（
性
交
と
い

う
行
為
）
に
よ
っ
て
大
き
く
傷
つ
い
て
い
る
。「
直
子
」
も
ま
た
「
僕
」
の

存
在
を
受
け
止
め
か
ね
て
い
る
。
い
わ
ば
「
僕
」
は
不
可
能
な
欲
望
を
抱
い

た
ま
ま
、
不
在
の
「
直
子
」
に
向
け
て
手
を
伸
ば
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

一
方
の
「
緑
」
に
は
欲
望
の
対
象
は
現
実
の
地
平
に
し
っ
か
り
と
存
在
し
て

い
る
。

る
。
短
篇
「
蛍
」
に
描
か
れ
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
そ
の
ま
ま
引
き
継

が
れ
た
「
同
居
人
」
の
設
定
は
、
道
に
迷
わ
な
い
た
め
に
は
正
確
な
地
図
が

必
要
だ
が
、「
僕
」は「
直
子
」と
の
再
会
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
道
に
踏
み
迷
っ

て
い
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
章
で
「
僕
」
が
想
起
す

る「
直
子
」の「
野
井
戸
」の
話（「
ち
ゃ
ん
と
し
た
道
を
離
れ
ち
ゃ
駄
目
よ
」）

と
も
か
か
わ
り
な
が
ら
、「
僕
」は
何
か
を
追
い
求
め
る
姿
勢
を
維
持
し
つ
つ
、

そ
の
手
が
何
を
求
め
て
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
置
か
れ
て

い
る
。

　

そ
し
て
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
末
尾
の
場
面
が
や
は
り
場
所
の
問
題
で

閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
し
て
お
き
た
い
。
作
品
末
尾
で
「
緑
」
の
電

話
し
た
「
僕
」
は
「
緑
」
か
ら
「
あ
な
た
、
今
ど
こ
に
い
る
の
？
」
と
「
静

か
な
声
で
」
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

僕
は
今
ど
こ
に
い
る
の
だ
？

　

僕
は
受
話
器
を
持
っ
た
ま
ま
顔
を
上
げ
、
電
話
ボ
ッ
ク
ス
の
ま
わ
り

を
ぐ
る
り
と
み
ま
わ
し
て
み
た
。
僕
は
今
ど
こ
に
い
る
の
だ
？　

僕
の

目
に
う
つ
る
の
は
い
ず
こ
へ
と
も
な
く
歩
き
す
ぎ
て
い
く
無
数
の
人
々

の
姿
だ
け
だ
っ
た
。
僕
は
ど
こ
で
も
な
い
場
所
の
ま
ん
中
か
ら
緑
を
呼

び
つ
づ
け
て
い
た
。
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若
者
が
増
え
て
い
る
」（「
傘
が
な
い
」）
と
い
う
社
会
現
象
や
、「
テ
レ
ビ
で
、

我
が
国
の
将
来
を
誰
か
が
深
刻
な
顔
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
」（
同
前
）
と
い

う
政
治
番
組
よ
り
も
、こ
の
歌
の
主
人
公
は
、「
君
に
逢
い
に
い
か
な
く
ち
ゃ
」

（
同
前
）
と
唄
う
。
そ
の
願
い
を
遮
る
も
の
は
「
傘
が
な
い
」
と
い
う
厳
然

と
し
た
事
実
だ
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。「
そ
れ
は
い
い
事
だ
ろ
う
？
」（
同

前
）
と
歌
い
手
は
恋
人
に
尋
ね
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
恋

人
と
の
関
係
を
歌
い
手
は
確
信
で
き
て
い
な
い
の
だ
。
彼
女
は
自
分
を
恋
し

て
は
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
歌
い
手
は
、
こ
の
よ

う
に
し
て
恋
人
の
た
め
に
雨
の
中
を
濡
れ
な
が
ら
走
っ
て
い
き
た
い
と
唄
う

の
だ
（
７
）。

　

こ
の
歌
詞
と
「
緑
」
の
自
作
の
歌
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
緑
」
の

歌
詞
の
「
あ
な
た
」
は
間
違
い
な
く
「
私
」
の
こ
と
を
恋
し
て
い
る
。
だ
か

ら
「
私
」
は
「
あ
な
た
」
に
恋
人
ら
し
い
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
あ
げ

た
い
と
思
う
。
こ
の
歌
詞
は
、
恋
人
同
士
の
関
係
性
に
揺
る
ぎ
が
な
い
。
た

だ
、「
鍋
」
や
「
毛
糸
」
や
「
ペ
ン
」
が
な
い
と
い
う
だ
け
だ
。
し
た
が
っ

て
「
私
」
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
「
あ
な
た
」
の
心
を
見
失
う
心
配
を

し
な
く
て
よ
い
の
だ
。

　

こ
こ
に
現
れ
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
だ
ろ
う
か
。「
緑
」
の
自

作
の
歌
詞
か
ら
窺
え
る
「
緑
」
の
人
物
像
は
、
恋
人
で
あ
る
「
あ
な
た
」
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
地
平
を
ま
っ
す
ぐ
に
「
あ
な
た
」
が
望
む
行
為
を
遂
行

　

「
直
子
」
の
父
親
が
経
営
す
る
町
の
小
さ
な
書
店
兼
住
居
に
初
め
て
招
待

さ
れ
た
「
僕
」
は
、「
三
階
の
物
干
し
」
に
の
ぼ
っ
て
近
所
で
起
こ
っ
た
火

事
を
見
物
し
な
が
ら
、「
な
ん
と
な
く
キ
ス
を
し
た
」。
見
晴
ら
し
の
良
い「
三

階
の
物
干
し
」
か
ら
「
近
所
の
家
事
を
見
物
し
な
が
ら
」、「
酒
を
飲
ん
で
唄

を
唄
う
」「
緑
」
は
、
明
ら
か
に
世
界
を
見
渡
せ
る
位
置
に
「
僕
」
と
二
人

で
座
っ
て
い
る
。
そ
の
た
し
か
な
実
在
感
は
、
闇
に
消
え
て
い
く
蛍
の
光
に

指
を
伸
ば
す
の
と
は
対
照
的
だ
。

　

「
緑
」
は
そ
こ
で
「
知
っ
て
い
る
唄
を
ひ
と
と
お
り
唄
っ
て
し
ま
う
と
、

今
度
は
自
分
で
作
詞
・
作
曲
し
た
と
い
う
不
思
議
な
唄
」
を
唄
う
。

　

あ
な
た
の
た
め
に
シ
チ
ュ
ー
を
つ
く
り
た
い
の
に

　

私
に
は
鍋
が
な
い
。

　

あ
な
た
の
た
め
に
マ
フ
ラ
ー
を
編
み
た
い
の
に

　

私
に
は
毛
糸
が
な
い
。

　

あ
な
た
の
た
め
に
詩
を
書
き
た
い
の
に

　

私
に
は
ペ
ン
が
な
い
。

　

こ
の
自
作
の
歌
詞
は
、
一
九
七
二
年
五
月
に
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
井
上
陽
水

の
「
傘
が
な
い
」
を
連
想
さ
せ
る
。
作
者
村
上
も
や
は
り
陽
水
の
歌
詞
を
踏

ま
え
、
換
骨
奪
胎
し
て
み
せ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
自
殺
す
る



一
二

し
は
決
し
て
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
確
信
が
「
緑
」
の
自
作
し
た
歌

詞
に
は
貫
か
れ
て
い
る
。「
あ
な
た
」
の
視
線
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
揺
る

ぎ
の
な
い
「
在
る
」
私
は
、「
す
る
」
私
と
し
て
自
信
を
も
っ
て
前
に
向
か
っ

て
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
前
掲
書
の
中
で
「
子
ど
も
は
だ
れ
か
と
一
緒
の
と
き
、

一
人
に
な
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
芹
沢
俊
介
は
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
こ
の
命

題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
（
９
）。

　

こ
の
「
一
緒
の
だ
れ
か
」
で
あ
る
受
け
と
め
手
は
、
当
初
は
文
字
ど

お
り
「
一
緒
」
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
子
ど
も
は
受
け
と
め
手

に
よ
る
受
け
と
め
ら
れ
体
験
を
繰
り
返
し
体
験
す
る
う
ち
に
、
し
だ
い

に
受
け
と
め
手
と
い
う
環
境
、
受
け
と
め
手
と
い
う
他
者
を
信
頼
の
対

象
と
し
て
内
在
化
し
て
い
き
ま
す
。
外
の
対
象
が
内
に
移
行
す
る
の
で

す
。
実
際
に
一
緒
に
い
な
く
て
も
、内
部
に
お
い
て
受
け
と
め
手
と「
一

緒
に
い
る
」
と
い
う
事
態
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
内
部
に
信
頼
性
と
し

て
「
環
境
と
他
者
」
が
成
立
し
た
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

（
芹
沢
俊
介
『「
存
在
論
的
ひ
き
こ
も
り
」
論
』）

　

「
緑
」
の
自
作
の
歌
詞
に
貫
か
れ
て
い
る
の
は
「
環
境
と
他
者
」
へ
の
「
信

頼
性
」
で
あ
り
、
井
上
陽
水
「
傘
が
な
い
」
に
は
そ
れ
の
不
在
が
唄
わ
れ
て

し
な
が
ら
歩
い
て
い
く
。「
緑
」
の
自
我
構
造
は
、「
あ
な
た
」
の
視
線
（
愛
）

に
よ
っ
て
「
緑
」
の
存
在
の
全
体
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
で
安
定
す
る
。「
緑
」

の
自
我
の
基
底
部
分
が
「
あ
な
た
」
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
が
ら
、「
緑
」

は
「
あ
な
た
」
の
望
む
こ
と
を
行
為
遂
行
的
に
生
き
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
。

い
わ
ば
「
緑
」
の
存
在
は
「
あ
な
た
」
と
の
関
係
性
の
中
で
必
然
の
存
在
と

し
て
世
界
の
う
ち
に
位
置
づ
い
て
い
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
小
児
科
医
、
精
神
科
医
、
心
理
分
析
家
の
ド
ナ
ル
ド
・
ウ
ッ

ズ
・
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
は
そ
の
著
書
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
８
）。

　

個
人
は
、
そ
の
情
緒
的
発
達
の
途
上
に
お
い
て
、
個
人
が
単
一
体
に

な
っ
た
と
言
え
る
段
階
に
到
達
す
る
。
私
が
用
い
て
き
た
言
葉
を
使
え

ば
、
そ
れ
は
「
私
は
あ
る
（I am

）」
の
段
階
で
あ
り
、
そ
の
段
階
が

重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
理
由
は
、
個
人
が
、
す
る
と
い
う
こ
と
以

前
に
、在
る
と
い
う
こ
と
に
到
達
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
わ

た
し
は
あ
る
」
は
「
わ
た
し
は
す
る
」
よ
り
も
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
で
な
い
と
、「
私
は
す
る
」
は
個
人
に
と
っ
て
全
く
意
味

を
も
た
な
く
な
る
。（
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
『
改
訳　

遊
ぶ
こ
と
と
現
実
』）

　

「
緑
」
は
「
あ
な
た
」
の
た
め
に
多
く
の
失
敗
を
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
こ
と
も
す
べ
て
、「
あ
な
た
」
の
「
私
」
に
向
け
ら
れ
た
ま
な
ざ
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が
目
を
覚
ま
し
た
朝
、
彼
女
は
い
つ
の
間
に
か
部
屋
か
ら
い
な
く
な
っ
て
い

た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
歌
詞
の
全
体
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
の
は
、
恋
人
と

し
て
彼
女
が
自
分
に
接
し
て
く
れ
な
い
哀
し
さ
と
深
い
孤
独
感
だ
。「
直
子
」

が
言
う
と
お
り
「
一
人
ぼ
っ
ち
で
寒
く
て
、
そ
し
て
暗
く
っ
て
、
誰
も
助
け

に
来
て
く
れ
な
く
て
」
と
表
現
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
曲
で
あ
る
。
第
一
章

に
描
か
れ
た
「
野
井
戸
」
に
落
ち
た
人
の
恐
怖
と
も
つ
な
が
り
、「
直
子
」

の
自
我
が
根
底
か
ら
揺
ら
い
で
い
る
こ
と
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
緑
」
の
自
作
の
歌
詞
を
貫
く
「
あ
な
た
」
へ
の
信
頼
感
は
、特
定
の
「
あ

な
た
」
で
あ
る
前
に
、「
緑
」
の
安
定
し
た
「
在
る
」
自
我
が
寄
せ
る
「
環

境
と
他
者
」へ
の
信
頼
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
。「
直
子
」が「
野
井
戸
」

の
恐
怖
を
語
り
、「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
森
」
を
聴
く
と
「
誰
も
助
け
に
来
て
く

れ
な
」
い
哀
し
み
の
中
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
の
は
、「
直
子
」
の
「
在
る
」

自
我
が
突
然「
キ
ズ
キ
」を
失
っ
た
こ
と
で
未
成
熟
の
ま
ま
外
界
と
接
し
、「
環

境
と
他
者
」
へ
の
信
頼
の
核
と
な
る
「
一
緒
の
だ
れ
か
」
を
「
直
子
」
が
新

た
に
獲
得
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
「
緑
」
と
「
直
子
」
の
自
我
の
分
析
の
妥
当
性
は
、
作
中

の
「
レ
イ
コ
」
の
体
験
を
た
ど
る
こ
と
で
示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。「
レ

イ
コ
」
は
す
で
に
八
年
間
こ
の
施
設
で
療
養
を
続
け
て
お
り
、
自
分
自
身
の

病
歴
を
正
確
に
分
析
し
語
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
る
。「
レ
イ
コ
」
は

精
神
を
病
ん
だ
病
歴
の
あ
る
自
分
を
受
け
入
れ
結
婚
を
申
し
込
ん
だ
夫
の
こ

い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
緑
」
の
存
在
が
「
ま
る
で
春
を
迎
え
て
世
界
に

と
び
だ
し
た
ば
か
り
の
小
動
物
の
よ
う
に
瑞
々
し
い
生
命
感
を
体
中
か
ら
ほ

と
ば
し
ら
せ
て
」
い
る
の
は
、「
緑
」
の
「
在
る
」
自
我
が
安
定
し
、「
環
境

と
他
者
」
へ
の
「
信
頼
性
」
を
内
面
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

一
方
、「
直
子
」
が
「
い
ち
ば
ん
好
き
」
な
曲
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
森
」

で
あ
る
。「
直
子
」
は
「
レ
イ
コ
」
に
こ
の
曲
を
弾
い
て
も
ら
う
と
き
「
レ

イ
コ
」
の
貯
金
箱
に
「
百
円
玉
を
入
れ
る
の
が
き
ま
り
」
だ
と
い
う
。「
こ

の
曲
が
一
番
好
き
だ
か
ら
、
と
く
に
そ
う
し
て
る
の
。
心
し
て
リ
ク
エ
ス
ト

す
る
の
」
と
彼
女
は
言
う
。

　

「
こ
の
曲
を
聴
く
と
私
と
き
ど
き
す
ご
く
哀
し
く
な
る
こ
と
が
あ
る

の
。ど
う
し
て
だ
か
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、自
分
が
深
い
森
の
中
で
迷
っ

て
い
る
よ
う
な
気
に
な
る
の
」
と
直
子
は
い
っ
た
。「
一
人
ぼ
っ
ち
で

寒
く
て
、
そ
し
て
暗
く
っ
て
、
誰
も
助
け
に
来
て
く
れ
な
く
て
。
だ
か

ら
私
が
リ
ク
エ
ス
ト
し
な
い
限
り
、
彼
女
は
こ
の
曲
を
弾
か
な
い
の
」

　

「
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
森
」
の
歌
詞
の
最
後
の
フ
レ
ー
ズ
「A

nd w
hen I 

aw
oke I w

as alone  T
his bird had flow

n

」（
私
が
目
を
覚
ま
す
と
、

私
は
一
人
だ
っ
た　

小
鳥
は
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
）
は
、
女
性
の
部

屋
で
二
人
で
ワ
イ
ン
を
飲
み
、
彼
女
に
遠
慮
し
て
バ
ス
ル
ー
ム
で
眠
っ
た
男



一
四

く
か
ら
」
と
応
じ
る
。

　

「
嫌
よ
」
っ
て
私
は
言
っ
た
の
。「
一
人
で
な
ん
か
ど
こ
に
も
行
き

た
く
な
い
わ
。
今
あ
な
た
と
離
れ
ば
な
れ
に
な
っ
た
ら
私
バ
ラ
バ
ラ
に

な
っ
ち
ゃ
う
わ
よ
。
私
は
今
あ
な
た
を
求
め
て
い
る
の
よ
。
一
人
に
な

ん
か
し
な
い
で
」

　

こ
の
時
点
で
、「
レ
イ
コ
」
の
夫
へ
の
「
信
頼
感
」
が
失
わ
れ
、
そ
の
後

一
カ
月
も
た
た
な
い
う
ち
に「
レ
イ
コ
」は「
睡
眠
薬
を
飲
ん
で
ガ
ス
ひ
ね
っ

た
」
の
で
あ
る
。
レ
イ
コ
が
こ
の
時
夫
と
片
時
も
離
れ
た
く
な
い
と
強
く
訴

え
、
そ
れ
が
か
な
わ
な
い
な
ら
「
私
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
ち
ゃ
う
」
と
自
分
の

感
覚
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
と
全
く
同
じ
自
己
表
現
を
、第
一
章
で
の「
直

子
」
の
言
葉
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「
直
子
」
は
「
信
頼
」
と
い
う
表
現
を
使
わ
な
い
が
、「
た
と
え
ば
今
こ

う
し
て
あ
な
た
と
し
っ
か
り
と
く
っ
つ
い
て
い
る
と
ね
、
私
ち
っ
と
も
怖
く

な
い
の
。ど
ん
な
悪
い
も
の
も
暗
い
も
の
も
私
を
誘
お
う
と
は
し
な
い
の
よ
」

と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、「
こ
の
人
と
い
る
限
り
私
は
大
丈
夫
っ
て
思
っ
た

わ
」
と
い
う
「
レ
イ
コ
」
と
同
じ
「
信
頼
感
」
の
重
要
性
を
語
っ
て
い
る
。

だ
が
「
直
子
」
は
「
誰
か
が
誰
か
を
ず
っ
と
永
遠
に
守
り
つ
づ
け
る
な
ん
て
、

そ
ん
な
こ
と
不
可
能
だ
」
と
い
う
思
考
を
経
て
、「
も
し
私
が
今
肩
の
力
を

と
に
触
れ
な
が
ら
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。

　

「
こ
の
人
と
い
る
限
り
私
は
大
丈
夫
っ
て
思
っ
た
わ
」
と
レ
イ
コ
さ

ん
は
言
っ
た
。「
こ
の
人
と
い
る
限
り
私
が
悪
く
な
る
こ
と
は
も
う
な

い
だ
ろ
う
っ
て
ね
。
ね
え
、
私
た
ち
の
病
気
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
大
事

な
の
は
こ
の
信
頼
感
な
の
よ
。
こ
の
人
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
大
丈
夫
、

少
し
で
も
私
の
具
合
が
わ
る
く
な
っ
て
き
た
ら
、
つ
ま
り
ネ
ジ
が
ゆ
る

み
は
じ
め
た
ら
、
こ
の
人
は
す
ぐ
に
気
づ
い
て
注
意
深
く
我
慢
強
く
な

お
し
て
く
れ
る
―
ネ
ジ
を
し
め
な
お
し
、
糸
玉
を
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
―

そ
う
い
う
信
頼
感
が
あ
れ
ば
、私
た
ち
の
病
気
は
ま
ず
再
発
し
な
い
の
。

そ
う
い
う
信
頼
感
が
存
在
す
る
限
り
ま
ず
あ
の
ボ
ン
！　

は
起
こ
ら
な

い
の
よ
。（
後
略
）」

　

二
五
歳
か
ら
三
一
歳
ま
で
「
レ
イ
コ
」
は
夫
へ
の
「
信
頼
感
」
に
支
え
ら

れ
て
病
気
の
再
発
を
抑
え
、
幸
せ
な
時
期
を
送
る
の
だ
が
、
そ
の
後
「
ま
る

で
何
か
の
罠
か
落
と
し
穴
み
た
い
に
そ
れ
が
私
を
じ
っ
と
待
っ
て
い
た
」
か

の
よ
う
な
経
験
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
苦
し
い
局

面
を
く
ぐ
り
抜
け
よ
う
と
す
る
際
の「
レ
イ
コ
」と
夫
と
の
会
話
で
あ
る
。「
引

越
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
「
レ
イ
コ
」
の
提
案
に
夫
が
「
じ
ゃ
あ
君
、
先
に

一
人
で
ど
こ
か
に
行
っ
て
ろ
よ
、
僕
は
い
ろ
ん
な
用
事
を
す
ま
せ
て
か
ら
行
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一
五

え
、
人
々
を
素
直
に
従
わ
せ
る
能
力
」
を
も
っ
た
有
能
な
男
性
で
あ
る
。
彼

の
能
力
は
社
会
を
シ
ス
テ
ム
と
し
て
理
解
し
、
社
会
を
よ
り
効
率
的
な
シ
ス

テ
ム
と
し
て
構
築
し
、
自
分
自
身
の
人
生
も
自
身
の
高
い
能
力
を
最
大
限
発

揮
す
る
こ
と
の
た
め
に
差
し
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
「
永
沢
」
の

恋
人
で
あ
る
「
ハ
ツ
ミ
」
の
こ
と
を
「
永
沢
」
は
「
俺
に
は
も
っ
た
い
な
い

女
だ
よ
」
と
い
う
が
、
こ
の
二
人
の
関
係
は
、
最
終
的
に
「
ハ
ツ
ミ
」
の
自

死
と
い
う
形
で
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

「
ハ
ツ
ミ
」
は
「
永
沢
」
と
の
恋
愛
を
通
じ
、「
永
沢
」
の
シ
ス
テ
ム
思

考
に
よ
っ
て
傷
つ
き
、「
永
沢
」
と
共
に
生
き
る
こ
と
を
断
念
す
る
。
自
死

に
至
る
ま
で
の
「
ハ
ツ
ミ
」
の
心
内
の
闘
い
は
作
中
に
は
描
か
れ
ず
、
突
然

の
訃
報
と
し
て
「
僕
」
は
「
永
沢
」
本
人
か
ら
「
ハ
ツ
ミ
」
の
死
を
知
ら
せ

る
手
紙
を
受
け
取
る
。「
僕
」
に
と
っ
て
「
ハ
ツ
ミ
」
の
存
在
が
特
別
な
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
次
の
一
節
に
よ
く
表
れ
て
い
る
。

　

ハ
ツ
ミ
さ
ん
と
い
う
女
性
の
中
に
は
何
か
し
ら
人
の
心
を
強
く
揺
さ

ぶ
る
も
の
が
あ
っ
た
。（
中
略
）そ
れ
は
充
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、

そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
永
遠
に
充
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
で
あ
ろ
う
少
年

期
の
憧
憬
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
僕
は
そ
の
よ
う
な
焼
け
つ

か
ん
ば
か
り
の
無
垢
な
憧
れ
を
ず
っ
と
昔
、
ど
こ
か
に
置
き
忘
れ
て
き

て
し
ま
っ
て
、
そ
ん
な
も
の
が
か
つ
て
自
分
の
中
に
存
在
し
た
こ
と
す

抜
い
た
ら
、私
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
ち
ゃ
う
の
よ
」
と
「
僕
」
に
訴
え
る
の
だ
。

「
レ
イ
コ
」
同
様
「
直
子
」
も
ま
た
、
こ
の
「
バ
ラ
バ
ラ
」
と
い
う
身
体
感

覚
を
常
に
内
に
抱
え
そ
れ
に
怯
え
な
が
ら
、「
信
頼
」
で
き
る
「
一
緒
の
だ

れ
か
」（
芹
沢
）
か
ら
の
承
認
の
視
線
に
守
ら
れ
続
け
る
こ
と
を
、
精
神
の

安
定
の
た
め
の
必
須
の
要
件
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

し
か
し
「
直
子
」
が
「
誰
か
が
誰
か
を
ず
っ
と
永
遠
に
守
り
つ
づ
け
る
な

ん
て
、
そ
ん
な
こ
と
不
可
能
だ
」
と
い
う
思
考
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
以
上
、「
直
子
」
の
回
復
は
見
込
め
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
子
ど
も

は
だ
れ
か
と
一
緒
の
と
き
、
一
人
に
な
れ
る
」（
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
）
か
ら
で

あ
り
「
受
け
と
め
手
と
い
う
他
者
を
信
頼
の
対
象
と
し
て
内
在
化
」（
芹
沢
）

で
き
な
い
「
直
子
」
は
身
体
の
「
バ
ラ
バ
ラ
」
な
感
覚
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

第
三
章
　
拠
点
と
し
て
の
「
ハ
ツ
ミ
」

　

村
上
春
樹
が『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』の
死
者
た
ち
を「
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー

ズ
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
作
中
、
多
く
の
死
者

が
描
か
れ
る
中
で
「
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
」、
戦
闘
の
犠
牲
者
と
呼
ぶ
に

最
も
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、「
永
沢
」
の
恋
人
で
あ
る
「
ハ
ツ
ミ
」
で
あ
ろ
う
。

「
永
沢
」
は
「
僕
」
が
寮
で
親
し
く
な
っ
た
東
京
大
学
の
学
生
で
、「
人
々
の

上
に
立
っ
て
素
早
く
状
況
を
判
断
し
、
人
々
に
手
際
よ
く
的
確
な
指
示
を
与
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「
先
に
一
人
で
ど
こ
か
に
行
っ
て
ろ
よ
、
僕
は
い
ろ
ん
な
用
事
を
す
ま
せ
て

か
ら
行
く
か
ら
」
と
い
う
夫
の
提
案
は
、
た
し
か
に
筋
道
と
し
て
は
正
し
い

の
だ
。
だ
が
「
レ
イ
コ
」
が
求
め
て
い
た
の
は
「
私
は
今
あ
な
た
を
求
め
て

い
る
の
よ
。
一
人
に
な
ん
か
し
な
い
で
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
に
現
れ
て
い
る
問
題
を
吉
本
隆
明
の
対
幻
想
と
重
ね
て
理
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
ハ
ツ
ミ
」
と
「
レ
イ
コ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
性
的

対
象
で
あ
る
男
性
と
の
関
係
を
対
幻
想
と
し
て
生
き
て
い
る
が
、
男
性
は
い

ず
れ
も
社
会
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
共
同
幻
想
の
掟
（
ル
ー
ル
）
に
従
っ
て

生
き
よ
う
と
す
る
。「
ハ
ツ
ミ
」
は
そ
の
こ
と
に
耐
え
よ
う
と
し
、「
レ
イ
コ
」

は
決
然
と
そ
れ
を
拒
絶
す
る
が
、
対
幻
想
と
共
同
幻
想
の
「
逆
立
」（
11
）

の
関
係
は
解
消
す
る
こ
と
が
な
い
。「
ハ
ツ
ミ
」
と
「
レ
イ
コ
」
は
そ
の
「
逆

立
」
の
関
係
に
耐
え
き
れ
ず
、
つ
い
に
自
我
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
う
。
こ
の

よ
う
な
女
性
像
か
ら
社
会
シ
ス
テ
ム
に
巻
き
込
ま
れ
潰
え
て
い
く
悲
恋
の

テ
ー
マ
を
読
み
取
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

吉
本
隆
明
は
竹
田
青
嗣
と
の
対
談
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

（
12
）。

　

対
幻
想
を
ニ
セ
な
る
も
の
が
覆
う
と
す
れ
ば
、
必
ず
個
の
領
域
か
共

同
の
領
域
か
へ
、
両
方
の
領
域
に
ニ
セ
な
る
部
分
を
ど
ん
ど
ん
排
除
し

て
い
く
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
方
を
持
っ
て
い
ま
す
。
つ
き
つ
め
て
い
け

ら
長
い
あ
い
だ
思
い
だ
さ
ず
に
い
た
の
だ
。
ハ
ツ
ミ
さ
ん
が
揺
り
動
か

し
た
の
は
僕
の
中
に
長
い
あ
い
だ
眠
っ
て
い
た
〈
僕
自
身
の
一
部
〉
で

あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
に
気
づ
い
た
と
き
、
僕
は
殆
ど
泣
き
だ
し

て
し
ま
い
そ
う
な
哀
し
み
を
覚
え
た
。
彼
女
は
本
当
に
本
当
に
特
別
な

女
性
だ
っ
た
の
だ
。
誰
か
が
な
ん
と
し
て
も
彼
女
を
救
う
べ
き
だ
っ
た

の
だ
。

　

こ
こ
に
描
か
れ
た
極
め
て
強
い
感
慨（
10
）は
、「
ハ
ツ
ミ
」の
死
か
ら「
十
二

年
か
十
三
年
あ
と
の
こ
と
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。「
ハ
ツ
ミ
」
の
存
在

の
意
味
に
気
付
い
た
こ
の
瞬
間
の
「
僕
」
の
「
殆
ど
泣
き
だ
し
て
し
ま
い
そ

う
な
哀
し
み
」
か
ら
さ
ら
に
五
年
以
上
の
時
間
を
経
て
、「
僕
は
こ
の
文
章

を
書
き
つ
づ
け
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
。「
三
十
七
歳
」
に
な
っ
た
「
僕
」

は
「
こ
の
文
章
」
を
書
き
な
が
ら
、「
レ
イ
コ
」
が
信
頼
し
て
い
た
夫
と
離

別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
が
、「
ハ
ツ
ミ
」
が
自
死
し
た
理
由
と

同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

「
レ
イ
コ
」
が
心
を
病
み
、「
引
っ
越
し
ま
し
ょ
う
」
と
夫
に
提
案
し
た
時
、

夫
は
「
お
い
ち
ょ
っ
と
待
て
よ
、そ
ん
な
に
急
に
動
け
る
わ
け
な
い
だ
ろ
う
」

と
彼
女
に
言
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
夫
に
と
っ
て
は
引
っ
越
し
に
伴
う
転
職
、

住
居
の
処
分
と
転
居
、
子
供
の
幼
稚
園
の
こ
と
な
ど
が
気
に
か
か
り
「
ど
ん

な
に
急
い
だ
っ
て
二
ヵ
月
は
か
か
る
よ
」
と
説
明
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
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同
じ
対
談
の
末
尾
近
く
で
、
竹
田
が
次
の
よ
う
に
発
言
し
て
い
る
。

　

吉
本
さ
ん
は
共
同
幻
想
と
対
幻
想
と
い
う
大
き
な
分
け
方
を
し
て
い

ま
す
。
そ
の
こ
と
の
意
味
を
ぼ
く
な
り
に
考
え
て
み
ま
す
と
、
こ
の
社

会
が
も
し
批
判
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
い
は
人
間
が
世
界

全
体
に
対
し
て
違
和
を
申
し
立
て
る
理
由
が
現
実
的
に
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
を
煎
じ
詰
め
れ
ば
そ
れ
は
共
同
幻
想
で
あ

る
、
と
い
う
発
想
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
。（
中
略
）
僕
が
エ
ロ
ス
と

い
う
問
題
が
現
在
い
ろ
ん
な
意
味
で
大
き
い
と
思
う
の
は
、
も
し
社
会

批
判
や
世
界
批
判
と
い
う
の
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、（
中
略
）
ど
う

し
て
も
い
っ
た
ん
エ
ロ
ス
的
な
実
存
の
場
面
の
領
域
に
持
ち
込
ん
で
、

そ
こ
か
ら
は
じ
め
な
い
と
ダ
メ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
吉
本
さ
ん
は
そ
れ

を
先
が
け
る
よ
う
な
か
た
ち
で
や
ら
れ
た
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
る

ん
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（「
エ
ロ
ス
・
死
・
権
力
」）

　

竹
田
が
こ
こ
で
「
社
会
批
判
や
世
界
批
判
」
の
根
拠
と
し
て
の
「
エ
ロ
ス

的
な
実
存
の
場
面
の
領
域
」
と
い
う
の
は
、
作
中
「
ハ
ツ
ミ
」
が
「
永
沢
」

と
の
気
ま
ず
い
食
事
を
終
え
て
、「
僕
」
に
語
っ
た
次
の
よ
う
な
言
葉
に
そ

れ
が
具
体
的
な
姿
と
し
て
現
れ
て
い
る
。

ば
、
現
在
の
社
会
で
ニ
セ
の
領
域
が
生
じ
た
ら
、
共
同
幻
想
の
問
題
か

個
人
幻
想
の
問
題
か
に
排
除
し
て
い
っ
て
、
対
幻
想
は
最
初
に
あ
り
最

後
に
あ
る
も
の
と
し
て
保
持
し
て
い
く
。
絶
対
的
に
保
持
さ
れ
る
か
ど

う
か
は
別
と
し
て
、
相
対
的
に
言
え
ば
保
持
し
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（「
エ
ロ
ス
・
死
・
権
力
」）

　

こ
こ
で
吉
本
が
言
う
の
は
、
共
同
幻
想
と
個
人
幻
想
に
は
虚
偽
意
識
が
入

り
込
み
、
そ
れ
を
浄
化
す
る
自
浄
能
力
も
な
い
が
、
対
幻
想
は
虚
偽
意
識
を

常
に
排
除
し
よ
う
と
す
る
強
力
な
浄
化
能
力
を
備
え
て
い
る
と
言
う
こ
と
で

あ
る
。「
ハ
ツ
ミ
」
と
「
レ
イ
コ
」
の
自
我
の
崩
壊
が
示
し
て
い
る
の
は
、

彼
女
た
ち
の
対
幻
想
を
純
化
し
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
男
性
の
個
人
幻
想
や

共
同
幻
想
が
対
幻
想
に
対
し
て
一
層
抑
圧
的
に
作
用
す
る
と
い
う
事
態
で
あ

る
。「
永
沢
」
は
個
人
幻
想
の
領
域
に
生
き
る
典
型
的
人
物
で
あ
り
、
高
い

個
人
的
能
力
を
試
す
場
と
し
て
共
同
幻
想
の
内
部
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い

る
。「
レ
イ
コ
」
の
夫
は
共
同
幻
想
の
領
域
に
生
き
る
一
般
的
な
男
性
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。「
ニ
セ
な
る
部
分
」
と
は
、
事
実
を
隠
蔽
す
る
虚
偽
の
幻

想
の
こ
と
で
あ
り
、「
永
沢
」
も
「
レ
イ
コ
」
の
夫
も
、
対
関
係
に
あ
る
女

性
へ
の
抑
圧
を
知
り
つ
つ
、
そ
の
事
実
を
覆
い
隠
す
幻
想
に
身
を
隠
し
て
い

る
。
対
幻
想
だ
け
が
こ
の
虚
偽
の
幻
想
で
あ
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
領
域
な
の

で
あ
る
。



一
八

を
内
面
化
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
排
除
す
る
日
本
社
会
の
あ
り
よ
う
を
理
解

す
る
た
め
の
鍵
と
な
る
概
念
で
あ
る
。『
共
同
幻
想
論
』
が
刊
行
さ
れ
た

一
九
六
八
年
は
、
全
共
闘
運
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
そ

の
時
代
を
背
景
に
、
吉
本
は
『
共
同
幻
想
論
』
の
中
で
、
個
人
幻
想
と
共
同

幻
想
を
媒
介
す
る
第
三
の
層
と
し
て
対
幻
想
と
い
う
概
念
を
提
起
し
、
国
家

的
な
も
の
に
真
に
逆
立
す
る
の
は
こ
の
性
を
根
拠
と
す
る
対
幻
想
で
あ
る
と

説
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
は
『
共
同
幻
想
論
』
刊
行
の
一
九
六
八
年
か
ら

七
十
年
が
時
代
的
な
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
第
十
章
の
冒
頭
で
「
僕
」
は
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

一
九
六
九
年
と
い
う
年
は
、
僕
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ぬ
か
る
み

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
一
歩
足
を
動
か
す
た
び
に
靴
が
す
っ
ぽ
り
と
脱

げ
て
し
ま
い
そ
う
な
深
く
重
く
ね
ば
り
け
の
あ
る
ぬ
か
る
み
だ
。（
中

略
）
人
々
は
変
革
を
叫
び
、
変
革
は
す
ぐ
そ
こ
の
角
ま
で
や
っ
て
き
て

い
る
よ
う
に
見
え
た
。
で
も
そ
ん
な
出
来
事
は
全
て
何
も
か
も
実
体
の

な
い
無
意
味
な
背
景
画
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

社
会
変
革
の
理
想
を
叫
ぶ
言
葉
は
虚
し
く
、「
実
体
の
な
い
無
意
味
な
背

景
画
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
「
僕
」
は
回
想
す
る
。
社
会
変
革
を
求
め
る
言

　

で
も
ね
、
ワ
タ
ナ
ベ
君
。
私
は
そ
ん
な
に
頭
の
良
い
女
じ
ゃ
な
い
の

よ
。
私
は
ど
っ
ち
か
っ
て
い
う
と
馬
鹿
で
古
風
な
女
な
の
。
シ
ス
テ
ム

と
か
責
任
と
か
、
そ
ん
な
こ
と
ど
う
だ
っ
て
い
い
の
。
結
婚
し
て
、
好

き
な
人
に
毎
晩
抱
か
れ
て
、
子
供
を
産
め
ば
そ
れ
で
い
い
の
よ
。
そ
れ

だ
け
な
の
。
私
が
求
め
て
い
る
の
は
そ
れ
だ
け
な
の
よ
。

　

「
ハ
ツ
ミ
」
の
こ
の
言
葉
の
横
に
吉
本
隆
明
の
次
の
文
章
（
13
）
を
置
い

て
み
れ
ば
、「
ハ
ツ
ミ
」
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
占
め
る
位
置
が
明
確
に
な

る
だ
ろ
う
。

　

一
見
反
動
的
と
お
も
わ
れ
る
も
の
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
半
進
歩
的

と
お
も
わ
れ
る
も
の
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
保
守
的
な
停
滞
と
お
も
わ

れ
る
も
の
の
な
か
に
存
在
す
る
真
理
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
そ
の

真
理
を
普
遍
的
な
言
葉
で
〈
ア
ジ
ア
的
〉
と
い
う
の
で
す
。

（『
超
西
欧
的
ま
で
』）

　

吉
本
が
こ
こ
で
言
う
「〈
ア
ジ
ア
的
〉」
と
は
、
一
九
六
六
年
に
行
わ
れ
た

吉
本
の
講
演
「
自
立
の
思
想
的
拠
点
」（
14
）
の
中
で
提
起
さ
れ
た
「
大
衆

の
原
像
」
が
歴
史
概
念
へ
と
位
相
変
換
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
吉
本
の
思
想

に
お
い
て
、「
ア
ジ
ア
的
」
あ
る
い
は
「
大
衆
の
原
像
」
は
、
普
遍
的
理
念
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な
い
と
ダ
メ
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
。」
と
い
う
言
葉
を
補
助
線
と
し
て
用
い
る

な
ら
、
全
共
闘
運
動
の
革
命
の
理
念
や
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
が
同
時
代
の

日
本
社
会
へ
の
批
判
か
ら
生
じ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
し
て
も
、
真
に
信
頼

す
る
に
足
る
批
判
は
「
レ
イ
コ
」
や
「
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
」
の
訴
え
に

接
続
し
う
る
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

「
欺
瞞
的
総
長
選
挙
を
粉
砕
し
」「
あ
ら
た
な
る
全
学
ス
ト
へ
と
全
力
を

結
集
し
」「
日
帝
＝
産
学
共
同
路
線
に
鉄
槌
を
加
え
る
」
と
い
う
言
葉
に
向

け
て
「
僕
」
が
「
説
は
立
派
だ
っ
た
し
、
内
容
に
と
く
に
異
論
は
な
か
っ
た

が
、
文
章
に
説
得
力
が
な
か
っ
た
。
信
頼
性
も
な
け
れ
ば
、
人
の
心
を
駆
り

立
て
る
力
も
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
り
わ
け
表
現
の
「
信
頼
性
」

に
「
僕
」
が
注
目
し
て
い
る
こ
と
は
、「
レ
イ
コ
」
の
「
信
頼
感
が
あ
れ
ば
、

私
た
ち
の
病
気
は
ま
ず
再
発
し
な
い
の
。
そ
う
い
う
信
頼
感
が
存
在
す
る
限

り
ま
ず
あ
の
ボ
ン
！　

は
起
こ
ら
な
い
の
よ
。」
と
い
う
言
葉
を
想
起
さ
せ

る
。
変
革
へ
の
連
帯
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
信
頼
性
」
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
僕
」
の
確
信
の
表
明
で
あ
る
。

結

　

上
述
の
「
自
作
を
語
る
」
の
な
か
で
作
者
は
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
で
「
や

ろ
う
と
し
た
こ
と
」
が
三
つ
あ
る
と
述
べ
、
以
下
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

葉
に
つ
い
て
「
僕
」
は
第
四
章
で
「
こ
の
連
中
の
真
の
敵
は
国
家
権
力
で
は

な
く
想
像
力
の
欠
如
だ
」
と
語
っ
て
い
る
。
印
象
深
い
場
面
が
第
四
章
の
冒

頭
に
置
か
れ
て
い
る
。

　

ス
ト
が
解
除
さ
れ
機
動
隊
の
占
領
下
で
講
義
が
再
開
さ
れ
る
と
、
一

番
最
初
に
出
席
し
て
き
た
の
は
ス
ト
を
指
導
し
た
立
場
に
あ
る
連
中

だ
っ
た
。
彼
ら
は
何
事
も
な
か
っ
た
よ
う
に
教
室
に
出
て
き
て
ノ
ー
ト

を
と
り
、
名
前
を
呼
ば
れ
る
と
返
事
を
し
た
。（
中
略
）
僕
は
彼
ら
の

と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
ど
う
し
て
ス
ト
を
つ
づ
け
な
い
で
講
義
に
出
て
く

る
の
か
、
と
訊
い
て
み
た
。
彼
ら
に
は
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
答
え
ら

れ
る
わ
け
が
な
い
の
だ
。
彼
ら
は
出
席
不
足
で
単
位
を
落
と
す
の
が
怖

い
の
だ
。
そ
ん
な
大
学
解
体
を
叫
ん
で
い
た
の
か
と
思
う
と
お
か
し
く

て
仕
方
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
下
劣
な
連
中
が
風
向
き
ひ
と
つ
で
大
声
を

出
し
た
り
小
さ
く
な
っ
た
り
す
る
の
だ
。

　

「
僕
」
と
「
緑
」
の
出
会
う
き
っ
か
け
が
、「
僕
」
が
「
今
日
授
業
で
出

席
取
っ
た
と
き
返
事
し
な
か
っ
た
」
こ
と
を
「
緑
」
が
好
ま
し
い
こ
と
と
し

て
覚
え
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
竹
田
青
嗣
の
「
も
し
社
会
批
判
や

世
界
批
判
と
い
う
の
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、（
中
略
）
ど
う
し
て
も
い
っ

た
ん
エ
ロ
ス
的
な
実
存
の
場
面
の
領
域
に
持
ち
込
ん
で
、
そ
こ
か
ら
は
じ
め



二
〇

抱
え
て
い
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
彼
女
た
ち
の
言
葉
の
多
く
は
語
り
手
の

「
僕
」
と
の
相
対
的
な
関
係
性
の
な
か
で
、「
僕
」
へ
の
応
答
の
形
で
語
ら
れ

る
。「
感
情
と
い
う
も
の
は
な
る
べ
く
自
立
さ
せ
ず
、
あ
ま
り
関
係
の
な
い

も
の
に
う
ま
く
付
託
す
る
」
と
作
者
が
言
う
の
は
、
作
中
に
描
か
れ
た
会
話

の
相
対
感
覚
と
な
っ
て
実
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
言
葉
か

ら
う
か
が
い
知
れ
る
限
り
で
、
読
者
は
彼
女
た
ち
の
経
験
を
追
体
験
す
る
し

か
な
い
が
、
時
に
彼
女
た
ち
の
言
動
の
唐
突
さ
に
驚
か
さ
れ
な
が
ら
、
読
者

は
次
第
に
四
人
の
女
性
の
経
験
が
共
通
の
心
性
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
。

　

「
セ
ッ
ク
ス
と
死
に
つ
い
て
徹
底
的
に
言
及
す
る
」
と
い
う
作
者
の
方
針

は
、
こ
の
共
通
の
心
性
に
か
か
わ
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
に
違
い
な

い
。
す
な
わ
ち
、
驚
く
ほ
ど
克
明
に
人
間
が
最
も
率
直
に
自
身
の
欲
望
に
忠

実
に
な
っ
た
と
き
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
さ
れ
る
の
だ
。

竹
田
青
嗣
が
「
エ
ロ
ス
」
と
呼
ぶ
人
間
の
根
源
的
な
欲
望
は
、
人
間
の
存
在

を
必
然
の
も
の
と
し
て
感
受
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に

は
一
人
の
他
者
に
よ
る
承
認
と
、
そ
の
承
認
行
為
へ
の
信
頼
が
な
く
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
逆
に

人
間
が
そ
う
し
た
自
我
の
基
盤
を
失
う
と
き
、
自
分
自
身
の
存
在
を
偶
然
の

も
の
、
こ
れ
で
は
な
い
別
の
も
の
で
も
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
偶

有
感
に
落
ち
込
み
、
死
を
す
ら
垣
間
見
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
野
井
戸
」

　

ま
ず
第
一
に
徹
底
し
た
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
体
で
書
く
こ
と
、
第
二
に

セ
ッ
ク
ス
と
死
に
つ
い
て
徹
底
的
に
言
及
す
る
こ
と
、
第
三
に
『
風
の

歌
を
聴
け
』
と
い
う
小
説
の
含
ん
だ
処
女
作
的
気
恥
ず
か
し
さ
み
た
い

な
も
の
を
消
去
し
て
「
反
気
恥
ず
か
し
さ
」
を
正
面
に
押
し
出
す
こ
と
、

で
あ
る
。

　

村
上
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
さ
ら
に
リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
書
く
。

　

僕
の
考
え
る
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、
ま
ず
簡
易
（
コ
ン
ヴ
ェ
ン

シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
シ
ン
プ
ル
）
で
ス
ピ
ー
ド
が
あ
る
こ

と
。
文
章
は
筋
の
流
れ
を
阻
害
せ
ず
、
読
者
に
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
物
理

的
・
心
理
的
要
求
を
し
な
い
こ
と
。
感
情
と
い
う
も
の
は
な
る
べ
く
自

立
さ
せ
ず
、
あ
ま
り
関
係
の
な
い
も
の
に
う
ま
く
付
託
す
る
こ
と
。
そ

れ
が
僕
の
設
定
し
た
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
お
け
る
文
章
的
ア
ク
セ

ス
の
概
要
で
あ
っ
た
。

　

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』に
描
か
れ
た
個
々
の
恋
愛
を
切
り
取
っ
て
み
る
と
、

そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
が
不
如
意
な
結
末
に
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

果
た
せ
な
か
っ
た
恋
愛
、
届
か
な
か
っ
た
言
葉
を
、
四
人
の
女
性
が
胸
中
に



村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論 

―
―
〈
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー
ズ
〉
を
め
ぐ
っ
て
―
―

二
一

け
る
な
ら
、
成
長
小
説
と
い
う
方
が
近
い
だ
ろ
う
と
僕
は
お
も
っ
て
い
る
」

と
書
い
て
い
る
。
作
中
の
「
僕
」
が
読
ん
で
い
る
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
『
魔
の

山
』
の
よ
う
に
、
確
か
に
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
は
男
性
た
ち
に
と
っ
て
長

い
道
行
を
歩
き
と
お
す
こ
と
を
強
い
て
く
る
作
品
な
の
で
あ
る
。

注（
１
）『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
は
一
九
八
七
年
九
月
、
講
談
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

引
用
は
講
談
社
文
庫
に
拠
る
。

（
２
）
こ
こ
で
偶
有
性
と
は
「
体
験
と
行
為
の
地
平
の
な
か
に
あ
る
可
能
性
は
、

ま
さ
に
可
能
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
期
待
さ
れ
た
も
の
と
は
別
様
で
も
あ

り
う
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
偶
有
性
が
含
意
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ

れ
ゆ
え
、
幻
滅
の
リ
ス
ク
で
あ
る
。」（『
現
代
社
会
学
事
典
』
弘
文
堂

二
〇
一
二
年
十
二
月
）
と
い
う
意
味
で
用
い
て
い
る
。

（
３
）『
共
同
幻
想
論
』
の
中
で
吉
本
隆
明
は
、
対
幻
想
が
共
同
幻
想
へ
と
拡
大
す

る
過
程
で
、
必
ず
両
者
の
「
差
異
」
や
「
矛
盾
」
が
生
じ
、
そ
れ
を
乗
り

越
え
る
た
め
に
「
農
耕
祭
儀
」
が
始
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
本
論
で
は
、

共
同
幻
想
と
対
幻
想
を
両
極
と
し
、「
祭
り
」（『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
エ
ピ

ロ
ー
グ
）
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
対
立
軸
を
作
品
の
構
成
と
し
て
考
え
て

い
る
。

（
４
）「
蛍
」
は
一
九
八
三
年
一
月
『
中
央
公
論
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
。
引
用
は

『
蛍
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』（
一
九
八
七
年
九
月 

新
潮
文
庫
）

に
拠
る
。

（
５
）
川
村
湊
は
「〈
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
〉
で
目
覚
め
て
」（『
群
像
』
四
二
（
十
一
）

一
九
八
七
年
十
一
月
）
に
お
い
て
、「
僕
」「
直
子
」「
緑
」
を
め
ぐ
っ
て
展

開
す
る
三
角
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、作
品
内
部
に「
僕
」を
中
心
と
す
る
様
々

の
よ
う
な
暗
闇
の
底
か
ら
他
者
へ
の
求
愛
の
言
葉
を
叫
ば
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

　

吉
本
隆
明
が
『
共
同
幻
想
論
』
で
提
起
し
た
対
幻
想
と
い
う
概
念
は
、
一

人
の
人
間
が
他
者
と
の
一
対
の
幻
想
を
共
有
す
る
と
き
、
い
か
な
る
虚
偽
意

識
も
介
入
で
き
な
い
純
粋
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
そ
の
飽

く
こ
と
の
無
い
純
粋
化
へ
の
希
求
は
、「
ニ
セ
な
る
も
の
」
に
対
す
る
根
源

的
で
信
頼
で
き
る
批
判
の
言
葉
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
学
園
紛
争
の

時
代
を
背
景
に
描
か
れ
た
こ
の
恋
愛
物
語
の
主
題
が
「
カ
ジ
ュ
ア
ル
テ
ィ
ー

ズ
」
に
あ
る
と
作
者
が
言
う
と
お
り
、
四
人
の
女
性
た
ち
の
純
粋
な
対
幻
想

へ
の
希
求
は
、
共
同
幻
想
す
な
わ
ち
同
時
代
の
日
本
社
会
シ
ス
テ
ム
と
対
立

し
、
拮
抗
す
る
関
係
に
立
つ
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
そ
の
姿
か
ら
読
者
が
受

け
取
る
も
の
は
、
悲
恋
で
は
な
く
む
し
ろ
強
さ
で
あ
り
、
思
想
の
言
葉
が
持

ち
え
な
い
持
続
す
る
変
革
へ
の
力
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

「
レ
イ
コ
」
が
最
後
に
北
海
道
に
向
け
て
出
発
す
る
姿
に
は
、
す
べ
て
の

女
性
の
闘
い
が
切
り
拓
い
た
世
界
へ
の
一
歩
が
感
じ
ら
れ
る
。そ
の
一
方
で
、

「
緑
」
か
ら
「
あ
な
た
、今
ど
こ
に
い
る
の
？
」
と
問
わ
れ
た
「
僕
」
は
「
緑
」

と
の
対
関
係
を
足
が
か
り
と
し
て
、「
緑
」
と
と
も
に
世
界
へ
の
違
和
感
を

表
明
し
う
る
主
体
に
向
け
て
成
長
し
て
い
く
長
い
道
の
り
が
待
ち
受
け
て
い

る
の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

上
述
の
「
自
作
を
語
る
」
の
中
で
作
者
は
「
こ
の
小
説
は
あ
え
て
定
義
づ



二
二

な
ど
と
言
わ
れ
て
話
題
に
な
っ
た
。
／
だ
が
、
こ
の
「
傘
が
な
い
」
や

四
十
八
年
に
ヒ
ッ
ト
し
た
「
夢
の
中
へ
」
な
ど
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は

べ
つ
に
特
筆
さ
れ
る
ほ
ど
の
意
味
を
も
た
な
い
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
。

（
８
）
Ｄ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
『
改
訳 

遊
ぶ
こ
と
と
現
実
』（
二
〇
一
五
年 

岩

崎
学
術
出
版
社
）。
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
の
所
説
に
つ
い
て
は
、
他
に
『
児
童
分

析
か
ら
精
神
分
析
へ
ー
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
臨
床
論
文
集
Ⅱ
』（
一
九
九
〇
年 

岩
崎
学
術
出
版
社
）
を
参
照
し
た
。

（
９
）
芹
沢
俊
介
『「
存
在
論
的
引
き
こ
も
り
」
論
』（
二
〇
一
〇
年 

岩
崎
学
術
出

版
社
）

（
10
）
酒
井
英
行
は
「
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論
（
Ⅰ
）」（『
人
文
論
集
』

五
二
〈
一
〉　

二
〇
〇
一
年
七
月
）
に
お
い
て
、「
ハ
ツ
ミ
」
の
人
物
像
に

つ
い
て
、「
僕
」
と
の
関
係
を
中
心
と
し
、「
ハ
ツ
ミ
さ
ん
が
体
現
し
て
い

る
〈
女
性
な
る
も
の
〉
と
は
、〈
母
な
る
も
の
〉
で
も
あ
る
」、「〈
姉
〉
と

い
う
存
在
は
、小
さ
な
〈
母
〉、〈
母
〉
の
代
理
と
言
え
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
11
）『
共
同
幻
想
論
』
初
版
の
「
序
」
で
用
い
ら
れ
た
用
語
。

（
12
）
吉
本
隆
明
・
竹
田
青
嗣
「
エ
ロ
ス
・
死
・
権
力
」（『
オ
ル
ガ
ン
』
四
号 

一
九
八
八
年
三
月
）。
引
用
は
『
竹
田
青
嗣
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
四
』（
一
九
九
八

年 

海
鳥
社
）
に
拠
る
。

（
13
）
吉
本
隆
明
『
超
西
欧
的
ま
で
』（
一
九
八
七
年
一
一
月 

弓
立
社
）

（
14
）
講
演
「
自
立
の
思
想
的
拠
点
」（
一
九
六
六
年
十
月
二
九
日 

関
西
学
院
大

学
で
の
講
演
）。
引
用
は
『
吉
本
隆
明
全
著
作
集 

十
四
』（
一
九
七
二
年
七

月 

勁
草
書
房
）
に
拠
る
。

（
ち
ん　

か
し
ん
・
本
学
博
士
後
期
課
程
在
学
）

な
「
三
角
関
係
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』

が
「〈
僕
〉
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
三
角
関
係
の
形
の
「
愛
」
の
葛
藤
を
描

い
た
も
の
」
だ
と
結
論
づ
け
た
。
ま
た
、
加
藤
典
洋
は
「『
村
の
家
』
か
ら

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
へ
」（『
中
央
公
論　

文
芸
特
集
』
六
（
一
）

一
九
八
九
年
三
月
）
に
お
い
て
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
が
本
来
「
泥
沼
」

化
せ
ざ
る
を
え
な
い
「
三
角
関
係
」
と
い
う
基
本
構
図
を
持
っ
て
い
る
が
、

村
上
春
樹
が
「
レ
テ
ィ
サ
ン
ス
（
言
い
落
と
し
）」
と
い
う
技
法
を
行
使
し
、

こ
の
「
三
角
関
係
」
の
「
泥
沼
」
化
を
隠
蔽
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
と
論

じ
た
。

（
６
）
山
根
由
美
恵
は
「
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論
―
―
「
緑
」
へ
の

手
記
―
―
」（『
近
代
文
学
試
論
』四
〇　

二
〇
〇
二
年
一
二
月
）に
お
い
て
、

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
と
い
う
小
説
が
「
僕
」
の
「
自
ら
の
罪
深
い
過
去
を

血
を
流
す
よ
う
に
全
霊
を
か
け
て
書
い
た
手
記
」
で
あ
る
と
論
じ
、
こ
の

小
説
を
通
じ
て
、
す
で
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
「
緑
」
を
呼
び
続
け
て
い
る

と
結
論
し
た
。
酒
井
英
行
は
「
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
論
（
Ⅱ
）」

（『
人
文
論
集
』
五
四
〈
一
〉
二
〇
〇
三
年
七
月
）
に
お
い
て
、「
両
親
か
ら

愛
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
飢
餓
感
」
を
持
っ
て
い
る
「
緑
」
が

愛
へ
の
貪
欲
を
「
僕
」
と
の
交
際
の
中
で
、「
食
／
性
へ
の
貪
欲
」
と
し
て

表
現
し
て
い
る
と
論
じ
た
。

（
７
）
竹
田
青
嗣
『
陽
水
の
快
楽
―
井
上
陽
水
論
』
が
一
九
八
六
年
四
月
に
河
出

書
房
新
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
お
り
、「
緑
」
の
自
作
の
歌
詞
は
同
時
代
の
読

者
に
竹
田
の
こ
の
テ
キ
ス
ト
と
の
相
補
的
な
関
連
性
を
示
す
も
の
で
あ
る

可
能
性
が
あ
る
。「
傘
が
な
い
」
に
言
及
し
た
部
分
は
『
文
藝
』（
一
九
八
五

年
六
月
号
）
が
初
出
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
竹
田
は
「
陽
水
が
フ
ォ
ー

ク
シ
ン
ガ
ー
と
し
て
注
目
を
浴
び
た
の
は
、「
傘
が
な
い
」
に
お
い
て
だ
っ

た
。（
中
略
）
こ
の
曲
は
、
当
時
の
政
治
的
挫
折
の
季
節
に
お
け
る
、
青
年

の
、
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
、
私
生
活
至
上
主
義
的
心
情
を
映
し
て
い
る
、


