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一

　

二
〇
一
三
年
二
月
中
旬
、
出
版
社
文
藝
春
秋
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
村
上
春
樹

の
書
き
下
ろ
し
長
篇
小
説
が
四
月
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の

段
階
で
は
タ
イ
ト
ル
す
ら
分
か
ら
ぬ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
一
〇
年
四
月
に

新
潮
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
１
Ｑ
８
４
』「
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
３
」
の
発
表
以
来
、
三

年
ぶ
り
の
春
樹
の
新
作
と
い
う
こ
と
で
、
一
躍
話
題
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
タ
イ
ト
ル
が
「
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の

年
」
と
い
う
長
い
も
の
で
あ
り
、
四
月
一
二
日
が
発
売
日
で
あ
る
こ
と
が
報
道

さ
れ
た
。
発
売
に
先
立
っ
て
、
三
月
一
五
日
か
ら
大
手
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
Ａ
Ｍ

Ａ
Ｚ
Ｏ
Ｎ
で
予
約
が
開
始
さ
れ
る
と
僅
か
一
一
日
間
で
予
約
数
が
一
万
部
を
こ

え
た
。
そ
れ
は
前
作
『
１
Ｑ
８
４
』「
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
３
」
を
上
回
る
驚
異
的
な
ハ

イ
ペ
ー
ス
で
あ
っ
た
。

　

発
売
日
当
日
四
月
一
二
日
、
東
京
の
幾
つ
か
の
書
店
で
は
午
前
〇
時
か
ら
発

売
イ
ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
、
長
蛇
の
列
が
で
き
る
ほ
ど
の
過
熱
ぶ
り
で
、
今
や

村
上
春
樹
は
日
本
に
お
け
る
出
版
界
の
ド
ル
箱
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
人
々
に

改
め
て
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

さ
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
こ
の
『
色
彩
を
持
た
な
い
多た

崎ざ
き

つ
く
る
と
、
彼
の
巡

礼
の
年
』（
以
下
、『
多
崎
つ
く
る
』
と
略
す
）
は
分
量
が
四
〇
〇
字
詰
原
稿
用

紙
に
し
て
七
〇
〇
枚
ほ
ど
で
、
長
篇
と
い
う
よ
り
も
や
や
長
め
の
中
篇
と
表
現

し
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
ま
た
、
こ
の
程
度
の
長
さ
の
作
品
は
、
二
巻
な
い
し

は
三
巻
の
長
篇
を
執
筆
し
た
少
し
後
に
発
表
さ
れ
た
幾
つ
か
の
作
品
（
た
と
え

ば
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
後
の
『
ダ
ン
ス･

ダ
ン
ス･

ダ
ン
ス
』
や
『
ね
じ

ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
後
の
『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
』）
と
同
じ
よ
う
な

成
立
過
程
上
の
共
通
項
を
も
つ
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
、
二
〇
一
一
年
三
月
一
一
日
に
発
生
し
た
未
曾

有
の
大
災
害
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
（
通
称
東
日
本
大
地
震
）」
と
そ
れ

に
伴
う
大
津
波
群
の
後
に
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
に
最
も
近
い
位
置
に
い
る
日
本

人
作
家
で
あ
る
村
上
春
樹
が
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
作
品
を
書
い
た
の
か
と

い
う
点
で
あ
ろ
う
。

　

だ
が
、
表
面
的
に
は
、
明
確
な
影
響
関
係
は
見
い
だ
せ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
物
語
は
、
三
六
歳
に
な
る
多
崎
つ
く
る
が
現
在
付
き
合
っ
て
い
る
二
歳

年
上
の
沙
羅
に
促
さ
れ
て
、
自
身
の
身
の
上
に
起
こ
っ
た
一
六
年
前
の
あ
る
事

－ 1 －



件
の
真
相
を
、
改
め
て
問
い
直
す
と
こ
ろ
に
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
山
場
が
あ
る
。

そ
の
事
件
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

名
古
屋
に
生
ま
れ
育
っ
た
つ
く
る
は
、
郊
外
に
あ
る
公
立
高
校
で
同
じ
ク
ラ

ス
に
な
っ
た
男
女
そ
れ
ぞ
れ
二
人
ず
つ
と
彼
を
含
め
た
計
五
人
で
、
稀
有
な
人

間
関
係
（
作
中
の
表
現
を
借
り
れ
ば
「
ケ
ミ
ス
ト
リ
ー
」）
を
築
い
て
い
た
。

つ
く
る
以
外
の
四
人
の
姓
に
は
、
さ
さ
や
か
な
偶
然
の
共
通
点
が
あ
っ
た
。
二

人
の
男
子
生
徒
は
赤あ

か
ま
つ
け
い

松
慶
と
青お

う

海み

悦よ
し

夫お

で
、
二
人
の
女
生
徒
は
白し

ら

根ね

柚ゆ
ず

木き

と
黒く

ろ

埜の

恵え

り理
だ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
多
崎
だ
け
が
色
彩
と
無
縁
の
苗
字
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
彼
ら
は
お
互
い
を
「
ア
カ
」「
ア
オ
」「
シ
ロ
」「
ク
ロ
」
と
呼
び
合
い
、

つ
く
る
だ
け
が
「
つ
く
る
」
と
呼
ば
れ
た
。
彼
ら
五
人
の
関
係
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
辺
の
長
さ
が
等
し
い
正
五
角
形
の
よ
う
に
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
理
想
的
な

も
の
だ
っ
た
。
た
だ
、
つ
く
る
だ
け
が
、
自
分
の
名
に
色
が
含
ま
れ
て
い
な
い

こ
と
を
気
に
し
て
い
た
。

　

高
校
卒
業
後
、
つ
く
る
の
み
が
、
東
京
の
工
科
大
学
に
進
学
し
、
他
の
四
人

は
名
古
屋
の
大
学
に
進
学
し
て
い
た
。
つ
く
る
は
長
短
関
係
な
く
、
休
み
に
な

る
と
名
古
屋
に
戻
っ
て
、
他
の
仲
間
た
ち
と
親
密
に
付
き
合
っ
て
い
た
。
そ
の

「
ケ
ミ
ス
ト
リ
ー
」
が
壊
れ
た
の
は
、
彼
ら
が
大
学
二
年
生
の
夏
だ
っ
た
。

　

休
み
に
入
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
帰
省
し
た
つ
く
る
に
対
し
て
、
彼
以
外

の
四
人
の
態
度
が
急
に
よ
そ
よ
そ
し
く
な
り
、
会
う
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
っ

た
の
だ
。
何
度
連
絡
を
と
っ
て
も
、
彼
ら
は
不
在
で
あ
っ
た
。
少
し
し
て
ア
オ

か
ら
電
話
が
あ
り
、
も
う
四
人
に
は
連
絡
を
と
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
告
げ
ら
れ

た
。
理
由
を
質
し
て
も
、
ア
オ
は
「
自
分
に
聞
い
て
み
ろ
よ
」
と
言
う
だ
け

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
一
六
年
が
経
過
し
た
。

　

常
識
に
照
ら
し
て
、
一
六
年
間
と
い
う
月
日
は
放
置
す
る
に
は
長
す
ぎ
る
星

霜
で
あ
り
、
多
く
の
読
者
が
そ
こ
に
注
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
設
定
に

な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
一
六
年
と
い
う
時
間
経
過
に
つ
い
て
は
、
既
に
以
下
の
指
摘
が
あ
る
。

十
六
年
の
隔
た
り
は
、
ち
ょ
う
ど
阪
神
淡
路
大
震
災
と
地
下
鉄
サ
リ
ン
事

件
が
起
き
た
一
九
九
五
年
と
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
発
事
故
が

起
き
た
二
〇
一
一
年
の
隔
た
り
に
重
な
る
の
だ（

１
）。

　

次
に
物
語
内
現
在
が
い
つ
か
特
定
し
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て

も
す
で
に
、「
２
」
で
沙
羅
が
モ
ヒ
ー
ト
と
い
う
カ
ク
テ
ル
を
飲
む
シ
ー
ン
に

着
眼
し
た
速
水
健
朗
氏
に
よ
っ
て
、
二
〇
一
一
年
が
モ
ヒ
ー
ト
ブ
ー
ム
の
年
で

あ
っ
て
、「
つ
く
る
が
生
き
る
現
在
が
二
〇
一
二
年
の
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、

二
〇
一
〇
年
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
。
そ
し
て
、
仮
に
二
〇
一
一
年
を
基
準
点

に
す
る
な
ら
、
多
崎
つ
く
る
の
生
年
は
、
一
九
七
四
年
度
に
な
る
。
さ
ら
に
彼

が
仲
間
か
ら
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
受
け
人
生
に
変
化
が
生
じ
た
大
学
二
年
の
夏
休

み
は
一
九
九
五
年
と
い
う
可
能
性
が
高
い（

２
）。」

と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

私
見
に
お
い
て
も
、
こ
の
『
多
崎
つ
く
る
』
と
い
う
作
品
が
、
二
〇
一
一
年

の
大
災
害
と
そ
れ
に
伴
う
人
災
の
経
験
を
踏
ま
え
て
書
か
れ
た
と
い
う
点
に
お

い
て
は
、
諸
賢
の
解
釈
に
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
語
内
現
在
は

二
〇
一
一
年
以
降
二
〇
一
三
年
の
間
の
ど
れ
か
の
時
点
で
あ
り
、
つ
く
る
の
生

ま
れ
た
年
が
一
九
七
四
年
か
ら
一
九
七
六
年
の
間
で
、
つ
く
る
と
仲
間
の
間
に

決
別
が
生
じ
た
年
は
一
九
九
五
年
か
ら
一
九
九
七
年
と
考
え
て
大
き
な
問
題
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
な
お
、
速
水
氏
の
指
摘
よ
り
も
二
年
お
く
ら
せ
、
物
語
内
現
在
を

作
品
発
表
の
二
〇
一
三
年
と
同シ

ン
ク
ロ期

さ
せ
た
場
合
に
、
彼
ら
の
大
学
入
学
の
年
が
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一
九
九
五
年
四
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
点
に
、
い
さ
さ
か
拘
泥
し
た
い
と
思

う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
想
定
す
る
と
つ
く
る
以
外
が
、
名
古
屋
に
留
ま
っ
た
理

由
の
一
端
が
明
ら
か
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
な
の
だ
。

　

つ
く
る
以
外
の
四
名
が
名
古
屋
を
離
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
暗

示
的
に
し
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　

ア
カ
は
成
績
か
ら
す
れ
ば
、
東
京
大
学
に
も
楽
に
入
れ
た
は
ず
だ
し
、

親
も
教
師
も
そ
れ
を
強
く
勧
め
た
。
ア
オ
に
し
て
も
そ
の
運
動
能
力
か
ら

す
れ
ば
、
全
国
的
に
名
を
知
ら
れ
る
大
学
の
推
薦
を
受
け
る
こ
と
も
で
き

た
だ
ろ
う
。
ク
ロ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
よ
り
洗
練
さ
れ
た
、
知
的
刺
激
の

あ
る
都
会
の
自
由
な
生
活
に
向
い
て
い
た
し
、
本
来
な
ら
当
然
東
京
の
私

大
に
進
ん
だ
は
ず
だ
。（
略
）
し
か
し
彼
ら
は
あ
え
て
名
古
屋
に
残
る
こ

と
を
選
ん
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
に
進
む
学
校
の
レ
ベ
ル
を
一
段
階
落
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

 
（
傍
点
引
用
者　
「
１
」）

　

彼
ら
は
な
ぜ
進
学
す
る
学
校
の
レ
ベ
ル
を
一
段
階
落
と
し
て
ま
で
、
地
元
名

古
屋
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
の
か
。
表
向
き
大
き
な
声
で
は
言
え
な
い
理
由
が

あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
物
語
内
現
在
を
作
品
が
発

表
さ
れ
た
二
〇
一
三
年
だ
と
す
る
と
つ
く
る
た
ち
が
大
学
を
受
験
し
た
年
は
一

九
九
五
年
の
一
月
か
ら
三
月
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
注
視
し
た
い
の
だ
。
こ
の

年
、
つ
ま
り
一
九
九
五
年
の
一
月
に
関
西
地
方
を
大
地
震
が
襲
い
、
同
じ
年
の

三
月
に
は
東
京
で
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
事
件
が
関

西
地
方
と
東
京
で
起
こ
ら
な
か
っ
た
な
ら
、
つ
く
る
以
外
に
も
誰
か
が
名
古
屋

を
出
て
、
関
西
か
東
京
の
大
学
に
進
学
し
た
可
能
性
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
要
す
る
に
、
彼
ら
は
学
歴
よ
り
も
安
全
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
が
今
回
、
舞
台
と
し
て
名
古
屋
が
選
ば
れ
た
、
い
や
選

ば
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
決
定
的
な
理
由
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

三

　

多
崎
つ
く
る
が
、
一
六
年
ぶ
り
に
ア
オ
こ
と
青
海
悦
夫
に
会
い
に
行
っ
た
際

に
、
印
象
的
な
シ
ー
ン
が
あ
る
。

 

「
青
海
さ
ん
に
お
会
い
し
た
い
の
で
す
が
」
と
彼
は
言
っ
た
。

　

彼
女
は
明
る
く
清
潔
な
シ
ョ
ー
ル
ー
ム
に
似
合
っ
た
穏
や
か
な
、
整
っ

た
微
笑
み
を
彼
に
向
け
た
。
唇
が
自
然
な
色
に
塗
ら
れ
、
歯
並
び
が
美
し

い
。「
は
い
。
青
海
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
失
礼
で
す
が
、
お
客
様
の
お
名

前
を
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
」

 

「
多た

崎ざ
き

で
す
」
と
つ
く
る
は
言
っ
た
。

 

「
タ
サ
キ
様
。
本
日
ご
予
約
は
承
っ
て
お
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
？
」

　

彼
は
名
前
の
読
み
方
の
微
妙
な
間
違
い
を
あ
え
て
指
摘
し
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。

そ
の
方
が
む
し
ろ
都
合
が
い
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。 

（
傍
点
引
用
者　
「
10
」）

　

こ
の
時
、
名
前
の
誤
読
は
つ
く
る
の
故
郷
名
古
屋
で
は
「
多
崎
」
と
い
う
姓

は
「
た
ざ
き
」
で
は
な
く
「
た
さ
き
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
ぜ
な
ら
、
青
海
の
次
に
訪
問
し
た
ア
カ
こ
と
赤
松
慶
の
経
営
す
る
会
社
が

あ
る
オ
フ
ィ
ス
を
訪
れ
た
際
に
、
次
の
よ
う
な
描
写
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

－ 2 －－ 3 －



　

レ
ク
サ
ス
の
受
付
に
い
た
の
と
同
じ
、
名
古
屋
で
し
ば
し
ば
見
か
け
る

タ
イ
プ
の
女
性
だ
。（
略
）
彼
女
た
ち
は
何
か
と
金
の
か
か
る
私
立
女
子

大
学
で
仏
文
学
を
専
攻
し
、
卒
業
す
る
と
地
元
の
会
社
に
就
職
し
、
レ
セ

プ
シ
ョ
ン
か
秘
書
の
仕
事
を
す
る 

（「
11
」）

　

つ
ま
り
、
こ
の
種
の
会
社
な
り
企
業
で
は
、
地
元
出
身
の
女
性
を
受
付
嬢
と

し
て
採
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
名
古
屋
地
方
で
は

「
多
崎
」
を
濁
音
の
「
た
ざ
き
」
で
は
な
く
、
清
音
で
「
た
さ
き
」
と
読
む
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

名
古
屋
な
い
し
は
中
京
地
方
で
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
、
こ
の
『
多
崎
つ
く
る
』
と
い
う
物
語
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
名
を
巡

る
あ
る
種
の
法
則
が
伏
在
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
別
の
表
現
を
す
れ

ば
、
名
前
の
読
み
方
が
名
古
屋
と
い
う
場
（
ト
ポ
ス
）
と
不
可
分
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

世
の
中
の
人
々
の
お
お
よ
そ
半
分
は
自
分
の
名
前
に
満
足
し
て
い
な
い

と
い
う
統
計
を
、
つ
く
る
は
雑
誌
か
新
聞
で
目
に
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

し
か
し
彼
自
身
は
幸
福
な
方
の
半
分
に
属
し
て
い
た
。
少
な
く
と
も
与
え

ら
れ
た
名
前
に
不
満
を
持
っ
た
覚
え
は
な
い
。
と
い
う
か
そ
れ
以
外
の
名

前
を
つ
け
ら
れ
た
自
分
を
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
自
分
が
辿
る
で
あ
ろ
う
人

生
を
、
う
ま
く
思
い
浮
か
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

本
名
は
「
多
崎
作
」
だ
が
、
そ
れ
が
公
式
な
文
書
で
な
い
限
り
、
普
段

は
「
多
崎
つ
く
る
」
と
書
い
た
し
、
友
だ
ち
も
彼
の
名
は
平
仮
名
の
「
つ

く
る
」
だ
と
思
っ
て
い
た
。
母
と
二
人
の
姉
だ
け
が
、
彼
の
こ
と
を
「
さ

く
」
か
「
さ
く
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
方
が
日
常
的
に
呼
び
や
す
い

か
ら
だ
。 

（「
４
」）

　

こ
の
記
述
に
は
い
い
よ
う
の
な
い
矛
盾
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
つ
く
る
が
も

し
「
作
」
と
い
う
名
前
を
本
当
に
気
に
入
っ
て
い
た
な
ら
、
な
ぜ
「
つ
く
る
」

と
わ
ざ
わ
ざ
平
仮
名
で
表
記
し
、
な
ぜ
友
人
た
ち
に
も
「
さ
く
」
と
か
「
さ
く

ち
ゃ
ん
」
と
呼
ば
せ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
無
意
識
的
に
は

「
作
」
と
い
う
漢
字
表
記
を
拒
否
し
て
い
た
か
ら
だ
と
は
い
え
ま
い
か
。

　

つ
く
る
の
命
名
に
纏
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
父
の
葬
儀
の
後
、
母
親
か
ら
次

の
よ
う
に
明
か
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
名
前
を
つ
け
た
の
は
父
親
だ
っ
た
。
父
親
は
実
際
に
彼
が
生
ま
れ

る
ず
い
ぶ
ん
以
前
か
ら
、
最
初
の
息
子
の
名
前
は
「
つ
く
る
」
に
し
よ
う

と
心
に
決
め
て
い
た
ら
し
い
。（
略
）
し
か
し
父
親
は
そ
の
名
前
の
由
来

に
つ
い
て
一
度
も
語
ら
な
か
っ
た
。
つ
く
る
に
も
、
あ
る
い
は
他
の
誰
に

も
。

　

た
だ
し
「
つ
く
る
」
と
い
う
名
前
に
あ
て
る
漢
字
を
「
創
」
に
す
る
か

「
作
」
に
す
る
か
で
は
、
父
親
は
ず
い
ぶ
ん
迷
っ
た
ら
し
い
。（
略
）

 

「『
創
』
み
た
い
な
名
前
を
与
え
ら
れ
る
と
、
人
生
の
荷
が
い
さ
さ
か
重

く
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
お
父
さ
ん
は
言
っ
て
い
た
。『
作
』
の
方
が

同
じ
つ
く
る

0

0

0

で
も
、
本
人
は
気
楽
で
い
い
だ
ろ
う
っ
て
。（
略
）」

父
親
の
そ
の
見
解
に
賛
同
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。（
略
）
独

創
的
な
要
素
な
ん
て
、
自
分
の
中
に
は
ほ
ぼ
見
当
た
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

し
か
し
そ
の
お
か
げ
で
「
人
生
の
荷
」
が
い
く
ら
か
で
も
軽
く
な
っ
た
か

と
い
う
と
、
そ
れ
は
つ
く
る
に
は
判
断
し
か
ね
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
た
し
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か
に
名
前
の
せ
い
で
、
担
う
荷
の
形
状
は
少
し
く
ら
い
変
わ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
重
さ
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
？

 

（
傍
点
原
文　
「
４
」）

　

つ
く
る
は
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
父
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
作
」
と
い
う

名
を
拒
否
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
父
の
仕
事
も
継
が
ず
、
名
古
屋

を
離
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
父
の
死
の
直
後
に
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
た

の
で
あ
り
、
同
時
に
四
人
の
仲
間
か
ら
拒
否
さ
れ
た
出
来
事
の
根
拠
も
そ
こ
に

潜
在
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

い
わ
ば
、
つ
く
る
は
「
創
」
と
「
作
」
と
い
う
二
重
の
人
生
を
生
き
て
い
る

の
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

　

こ
れ
ま
で
、『
多
崎
つ
く
る
』
と
い
う
作
品
に
つ
い
て
、
主
人
公
の
出
身
地

が
名
古
屋
で
あ
り
、
そ
の
設
定
が
名
前
に
深
く
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

論
証
し
て
き
た
。
そ
の
名
古
屋
と
名
前
に
纏
わ
る
物
語
と
し
て
、
我
々
は
す
で

に
春
樹
の
作
品
に
お
い
て
先
蹤
を
知
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
は
『
東
京
奇
譚
集
』
に
収
め
ら
れ
た
『
品
川
猿
』
で
あ
る
。

　

主
人
公
み
ず
き
は
一
ヶ
月
ほ
ど
前
か
ら
急
に
自
分
の
名
が
思
い
出
せ
な
く

な
っ
て
い
た
。
だ
ん
だ
ん
そ
の
頻
度
が
増
し
て
き
た
の
で
、
何
か
重
大
な
病
気

で
は
な
い
か
と
案
じ
て
医
者
に
か
か
る
が
、
余
り
真
剣
に
と
り
あ
っ
て
も
ら
え

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
た
ま
た
ま
目
に
し
た
自
身
が
居
住
す
る
品
川
区
の
心
の

悩
み
相
談
室
に
足
を
運
ん
だ
。
そ
の
相
談
室
に
何
度
か
通
う
う
ち
に
、
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
坂
木
哲
子
の
不
思
議
な
能
力
に
よ
っ
て
、
み
ず
き
の
忘
却
は
名
前
を
奪

う
性
癖
の
あ
る
猿
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

こ
の
物
語
の
眼
目
は
、
主
人
公
み
ず
き
が
母
親
と
姉
か
ら
愛
さ
れ
る
こ
と
の

な
か
っ
た
幼
少
期
の
体
験
か
ら
、
人
間
と
し
て
の
感
情
の
成
育
に
や
や
い
び
つ

な
部
分
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
今
回
の
猿
に
名
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
幾
分
非

現
実
な
経
験
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　

今
、
み
ず
き
の
感
情
が
い
び
つ
だ
と
い
っ
た
が
、
そ
の
典
型
と
し
て
嫉
妬
を

感
じ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

 

「
だ
け
ど
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
あ
な
た
は
ほ
ん
と
う
に
嫉
妬
の
感

情
と
い
う
も
の
を
経
験
し
た
こ
と
は
な
い
の
？　

生
ま
れ
て
か
ら
一
度

も
？
」

　

み
ず
き
は
少
し
間
を
置
い
た
。
そ
し
て
答
え
た
。「
な
い
と
思
い
ま
す
。

た
ぶ
ん
一
度
も
」

 

「
と
い
う
こ
と
は
、
嫉
妬
の
感
情
と
い
う
の
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、

あ
な
た
に
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
し
ら
？
」

 

「
お
お
ま
か
な
と
こ
ろ
は
理
解
で
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
─
─
つ
ま
り
成

り
立
ち
の
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
。
た
だ
実
感
と
し
て
、
よ
く
わ
か
ら

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
実
際
に
ど
れ
く
ら
い
強
い
も
の
で
、
ど

れ
く
ら
い
長
く
続
い
て
、
ど
う
い
う
風
に
つ
ら
く
て
苦
し
い
も
の
な
の

か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
」

　

興
味
深
い
こ
と
に
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
つ
く
る
に
も
当
て
は
ま
る
。

　

そ
の
夜
つ
く
る
は
不
思
議
な
夢
を
見
た
。
激
し
い
嫉
妬
に
苛
ま
れ
る
夢
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だ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
真
に
迫
っ
た
夢
を
見
た
の
は
久
し
ぶ
り
の
こ
と
だ
。

　

実
を
言
え
ば
、
つ
く
る
は
そ
れ
ま
で
嫉
妬
と
い
う
感
情
が
実
感
と
し
て

理
解
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
嫉
妬
が
ど
う
い
う
成
り
立
ち
の
も
の
な

の
か
、
頭
の
中
で
は
い
ち
お
う
わ
か
っ
て
い
る
。（
略
）

　

し
か
し
実
際
に
は
つ
く
る
は
そ
ん
な
感
情
を
、
生
ま
れ
て
か
ら
一
度
も

体
験
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
自
分
の
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
才
能
や
資

質
が
欲
し
い
と
真
剣
に
望
ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
誰
か
に
激
し
く
恋

し
た
経
験
も
な
か
っ
た
。
誰
か
に
憧
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
誰
か
を

う
ら
や
ま
し
い
と
思
っ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。 

（「
３
」）

　

加
藤
典
洋
氏
は
作
者
村
上
春
樹
と
『
品
川
猿
』
の
主
人
公
み
ず
き
の
名
前
に

類
縁
性
を
見
出
し
、
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
の
春
樹
作
品
の
中
で
は
、
作
者
自
身
の

投
影
度
が
最
も
高
い
と
い
わ
れ
て
い
る
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
主
人
公
ワ
タ

ナ
ベ
も
、
み
ず
き
よ
う
に
嫉
妬
か
ら
自
由
で
あ
る
と
い
う
性
格
付
け
を
踏
ま
え

て
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
て
い
る
。

村
上
の
中
で
、
ワ
タ
ナ
ベ
と
い
う
人
間
像
は
、
自
分
の
投
影
で
あ
り
つ

つ
、
自
分
の
足
場
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
な
ぜ
彼
は
「
嫉
妬

の
感
情
」
か
ら
自
由
な
の
か
。
い
や
、
自
由
な
の
で
は
な
い
。
彼
は
、
そ

れ
を
「
奪
わ
れ
て
い
る
」
の
で
は
な
い
か
。
み
ず
き
（
＝
春
樹
）
の
物
語

は
、
そ
の
こ
と
の
覚
醒
の
物
語
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か（

３
）。

　

こ
の
加
藤
氏
の
仮
説
を
踏
襲
す
る
な
ら
、『
多
崎
つ
く
る
』
も
ま
た
、
同

じ
系
譜
に
属
す
る
作
品
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。『
多
崎
つ
く
る
』
刊
行
か

ら
、
約
五
ヶ
月
後
に
翻
訳
集
『
恋
し
く
て
─
─T

EN
 SELECT

ED
 LO
V
E 

ST
O
RIES

』（
中
央
公
論
新
社　

Ｈ
25
（
1̓3
）・
９
）
に
収
め
ら
れ
た
彼
自
身

の
短
篇
小
説
の
タ
イ
ト
ル
が
『
恋
す
る
ザ
ム
ザ
』
で
あ
り
、『
変
身
』
の
後
日

譚
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
は
、
偶
然
に
し
て
は
い
さ
さ
か
で
き
す
ぎ
て
は
い

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
カ
フ
カ

0

0

0

が
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
は
別
に
し
て
、
自
分
の
名

に
似
た
韻
律
を
も
つ
ザ
ム
ザ

0

0

0

を
主
人
公
に
し
た
物
語
を
書
い
た
よ
う
に
、
春
樹

（
ハ
ル
キ
）
は
自
分
の
名
と
同
じ
響
き
を
も
つ
み
ず
き
（
ミ
ズ
キ
）
と
い
う
名

の
登
場
人
物
が
名
前
を
奪
わ
れ
る
物
語
を
創
造
し
、
続
い
て
、
そ
の
後
を
描
い

た
か
の
よ
う
な
『
多
崎
つ
く
る
』
を
書
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
強
調
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、『
品
川
猿
』
と

『
多
崎
つ
く
る
は
』、
あ
る
一
点
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
前
者
は
三
人
称
客
観
描
写
だ
が
、
後
者
は
三
人
称
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し

も
客
観
的
叙
述
で
は
な
い
。

　

石
原
千
秋
氏
は
「「
今
」
を
探
す
旅
へ
」
の
中
で
、『
多
崎
つ
く
る
』
の
構
成

上
の
問
題
点
を
こ
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

語
り
手
（
三
人
称
小
説
だ
が
、
語
り
手
は
ほ
ぼ
多
崎
つ
く
る
に
寄
り
添
っ

て
い
る
）
が
冒
頭
か
ら
「
な
ぜ
そ
こ
で
最
後
の
一
歩
を
踏
み
だ
さ
な
か
っ

た
の
か
、
理
由
は
今
で
も
よ
く
分
か
ら
な
い
」
と
語
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
う
し
た
語
る
起
点
と
し
て
の
「
今
」
は
そ
の
後
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
物
語
は
そ
の
「
今
」
に
到
達
し
な
い
の
だ
。「
今
」
が

宙
吊
り
に
な
っ
て
い
る（

４
）。

　

同
じ
よ
う
な
違
和
感
を
都
甲
幸
治
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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示
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
み
が
重
要
な
の
か

な
、
と
思
う
ん
で
す
ね
。
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
あ
る
種
の
兆
候
と
い

う
形
で
細
部
に
し
か
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
と
考
え
な
い
と
、
ど
う
し
て
も

村
上
春
樹
の
、
特
に
最
近
の
作
品
の
場
合
、
俗
流
精
神
分
析
的
と
い
う

か
、
心
の
傷
と
ち
ゃ
ん
と
向
き
合
う
と
現
実
に
ち
ゃ
ん
と
対
応
で
き
て
元

気
に
な
る
、
と
い
っ
た
感
じ
の
浅
い
読
み
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
れ
は
僕

は
明
白
な
ト
ラ
ッ
プ
だ
と
考
え
て
い
る
ん
で
す
よ（

５
）。

　

要
す
る
に
こ
の
物
語
は
三
人
称
で
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
肝
心
の
部
分
は
客

観
的
な
い
わ
ば
神
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な

の
だ
。
そ
れ
は
、
本
当
の
こ
と
が
読
者
の
前
に
開
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
そ
の
点
で
は
、
確
か

に
三
人
称
視
点
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
中
立
的
描
写
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

な
の
だ
。

　

こ
の
観
点
か
ら
、
解
か
れ
ぬ
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
幾
つ
か

の
謎
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

五

　

多
く
の
読
者
に
と
っ
て
、
ど
う
考
え
て
も
納
得
の
い
か
ぬ
最
大
の
謎
は
灰
田

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
中
で
、
き
わ
め
て
意
味
あ
り
げ
に
登
場
し

な
が
ら
、
突
然
姿
を
消
し
、
そ
れ
っ
き
り
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
豊
﨑
由
美
氏
は
大
森
望
氏
と
の
対
談
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
糾

弾
す
る
。

 

「
灰
田
問
題
」
は
こ
の
小
説
の
欠
陥
の
な
か
で
も
大
き
い
と
、
わ
た
し
は

思
う
ん
で
す
。（
略
）
プ
ー
ル
で
泳
い
で
た
ら
、
灰
田
の
足
の
裏
と
そ
っ

く
り
な
男
を
見
つ
け
る
。
で
も
、
結
局
は
別
人
。
灰
田
は
行
方
知
れ
ず
の

ま
ま
な
ん
で
す
。
こ
れ
、
大
き
な
欠
陥
だ
と
思
う
な
あ
、
わ
た
し
は（

６
）。

　

こ
の
灰
田
の
物
語
で
読
者
の
印
象
に
強
く
残
る
の
は
、
灰
田
の
父
親
が
で

あ
っ
た
ピ
ア
ニ
ス
ト
緑
川
と
そ
の
六
本
目
の
指
に
纏
わ
る
挿
話
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
つ
く
る
は
「
創
」
と
「
作
」
と
い
う
二
重
の
人
生
を
生
き
て
い
る
と
述

べ
た
が
、
切
り
離
さ
れ
た
六
本
目
の
指
と
は
、
ま
さ
に
「
多
崎
作
」
の
喩
だ
っ

た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
六
本
目
の
指
と
は
一
体
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
疑
問
を
解
く
上
で
、
有
効
と
思
え
る
の
は
、
つ
く
る
が
男
性
と
し
て

は
い
さ
さ
か
小
食
す
ぎ
る
点
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

○ 

プ
ー
ル
か
ら
帰
っ
て
、
半
時
間
ほ
ど
昼
寝
を
し
た
。
夢
の
な
い
、
意
識

を
き
っ
ぱ
り
遮
断
さ
れ
た
よ
う
な
濃
密
な
眠
り
だ
っ
た
。
そ
の
あ
と
何

枚
か
の
シ
ャ
ツ
と
ハ
ン
カ
チ
に
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
、
夕
食
を
作
っ
た
。

鮭
を
香
草
と
と
も
に
オ
ー
ブ
ン
で
焼
い
て
レ
モ
ン
を
か
け
、
ポ
テ
ト
サ

ラ
ダ
と
一
緒
に
食
べ
た
。
豆
腐
と
葱
の
味
噌
汁
も
作
っ
た
。
冷
え
た
缶

ビ
ー
ル
を
半
分
だ
け

0

0

0

0

の
飲
み
、
テ
レ
ビ
で
夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス
を
見
た
。

そ
の
あ
と
は
ソ
フ
ァ
に
横
に
な
っ
て
本
を
読
ん
だ
。

 

（
傍
点
引
用
者　
「
18
」）

○ 

新
宿
駅
を
出
て
、
近
く
に
あ
る
小
さ
な
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
り
、
カ
ウ
ン

タ
ー
席
に
座
っ
て
ミ
ー
ト
ロ
ー
フ
と
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
を
頼
ん
だ
。
そ
し
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て
ど
ち
ら
も
半
分

0

0

0

0

0

0

残
し
た
。
ま
ず
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
は

ミ
ー
ト
ロ
ー
フ
が
う
ま
い
こ
と
で
有
名
な
店
だ
っ
た
。
た
だ
食
欲
が
な

か
っ
た
の
だ
。
ビ
ー
ル
も
い
つ
も
の
よ
う
に
半
分
だ
け

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

飲
ん
で
残
し

た
。 

（
傍
点
引
用
者　
「
19
」）

　

不
思
議
な
こ
と
に
、
つ
く
る
は
食
べ
も
の
を
「
半
分
」
し
か
摂
取
し
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
元
々
二
人
で
一
人
だ
っ
た
彼
の
半
身
が
、
あ
た
か
も
六
本
目

の
指
の
よ
う
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
結
果
、
そ
れ
ま
で
の
半
分
の
量
で
生
存
で
き

る
、
あ
る
い
は
半
分
し
か
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

そ
れ
が
最
も
先
鋭
的
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
部
分
で
あ
ろ
う
か
。

　

目
立
っ
た
個
性
や
特
質
を
持
ち
合
わ
せ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し

て
常
に
中
庸
を
志
向
す
る
傾
向
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
囲
の
人
々

と
は
少
し
違
う
、
あ
ま
り
普
通
と
は
言
え
な
い
部
分
が
自
分
に
は
あ
る

（
ら
し
い
）。
そ
の
よ
う
な
矛
盾
を
含
ん
だ
自
己
認
識
は
、
少
年
時
代
か
ら

三
十
六
歳
の
現
在
に
至
る
ま
で
、
人
生
の
あ
ち
こ
ち
で
彼
に
戸
惑
い
と
混

乱
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
あ
る
と
き
に
は
微
妙
に
、
あ
る
と
き
に

は
そ
れ
な
り
に
深
く
強
く
。 

（「
１
」）

　

こ
の
「
周
囲
の
人
々
と
は
少
し
違
う
、
あ
ま
り
普
通
と
は
言
え
な
い
部
分
が

自
分
に
は
あ
る

0

0

（
ら
し
い

0

0

0

）。（
傍
点
引
用
者
）」
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

六

　

最
終
的
に
、
わ
ざ
わ
ざ
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
ま
で
足
を
運
ん
で
黒
埜
恵
理
に
会

い
、
長
い
間
の
わ
だ
か
ま
り
を
解
消
し
た
直
後
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ

く
る
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
想
起
す
る
。

　

そ
ん
な
夢
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
ユ
ズ
が
彼
に
レ
イ
プ
さ
れ
た
と
主
張

し
て
も
（
そ
の
結
果
彼
の
子
供
を
受
胎
し
た
と
主
張
し
て
も
）、
そ
れ
は

ま
っ
た
く
の
作
り
話
だ
、
自
分
に
は
思
い
当
た
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
断
言

す
る
こ
と
は
つ
く
る
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
夢
の
中
で
の
行
為
に
過
ぎ
な

い
と
し
て
も
、
自
分
に
も
何
か
し
ら
の
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
気
が
し
て
な
ら
な
か
っ
た
。
い
や
、
レ
イ
プ
の
件
だ
け
じ
ゃ
な
い
。
彼

女
が
殺
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
て
そ
う
だ
。
そ
の
五
月
の
雨
の
夜
、
自
分
の
中

の
何
か

0

0

が
、
自
分
で
も
気
づ
か
な
い
ま
ま
浜
松
ま
で
赴お

も
むき

、
そ
こ
で
彼
女

の
鳥
の
よ
う
に
細
く
、
美
し
い
首
を
絞
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

彼
は
自
分
が
ユ
ズ
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
、「
開
け
て
く

れ
な
い
か
？　

君
に
話
が
あ
る
ん
だ
」
と
言
っ
て
い
る
光
景
が
目
に
浮
か

ん
だ
。
彼
は
黒
く
濡
れ
た
レ
イ
ン
コ
ー
ト
を
着
て
、
夜
の
思
い
雨
の
匂
い

を
漂
わ
せ
て
い
た
。

 

「
つ
く
る
？
」
と
ユ
ズ
は
言
う
。

 
「
君
に
ど
う
し
て
も
話
さ
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
と
て
も
大

事
な
話
な
ん
だ
。
僕
は
そ
の
た
め
に
浜
松
ま
で
や
っ
て
き
た
。
時
間
は
か

け
な
い
。
ド
ア
を
開
け
て
ほ
し
い
」
と
彼
は
言
う
。
閉
じ
た
ド
ア
に
向

か
っ
て
語
り
続
け
る
。「
連
絡
も
な
く
急
に
押
し
か
け
て
き
て
、
申
し
訳

な
い
と
思
う
。
で
も
も
し
前
も
っ
て
連
絡
し
た
ら
、
君
は
き
っ
と
最
初
か
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ら
会
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
」

　

ユ
ズ
は
し
ば
ら
く
迷
っ
て
か
ら
、
黙
っ
て
ド
ア･

チ
ェ
ー
ン
を
外
す
。

彼
の
右
手
は
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
の
紐
を
し
っ
か
り
と
握
り
し
め
て
い
る
。

 

（
傍
点
原
文　
「
17
」）

　

引
用
の
後
半
部
分
で
、
つ
く
る
は
き
わ
め
て
現
実
的
な
想
像
を
し
て
い
る
。

あ
た
か
も
そ
れ
は
、
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
回
想
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
リ

ア
ル
す
ぎ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
部
分
と
前
章
の
最
後
で
引
用
し
た
箇
所
、
さ
ら
に
つ
く
る
が
他
の
四
人

か
ら
拒
絶
さ
れ
て
死
の
淵
か
ら
生
還
す
る
切
っ
掛
け
に
な
っ
た
次
の
部
分
を
重

ね
読
む
と
き
、
我
々
に
は
あ
る
も
の
が
透
か
し
見
え
て
く
る
の
だ
。

　

あ
と
に
な
っ
て
思
い
当
た
っ
た
こ
と
だ
が
、
多
崎
つ
く
る
が
死
を
真
剣

に
希
求
す
る
の
を
や
め
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
点
に
お
い
て
だ
っ
た
。

彼
は
全
身
鏡
に
映
っ
た
自
ら
の
裸
の
肉
体
を
凝
視
し
、
そ
こ
に
自
分
で
は

な
い
自
分
の
姿
が
映
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
の
夜
、
夢
の
中
で
嫉

妬
の
感
情
（
と
思
え
る
も
の
）
を
生
ま
れ
て
初
め
て
経
験
し
た
。
そ
し
て

夜
が
明
け
た
と
き
、
死
の
虚
無
と
鼻
先
を
つ
き
あ
わ
せ
て
き
た
五
ヵ
月
に

わ
た
る
暗
黒
の
日
々
を
、
彼
は
既
に
あ
と
に
し
て
い
た
。 

（「
３
」）

　

先
に
言
及
し
た
都
甲
幸
治
氏
は
「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
、
沙
羅
は
女
性
の
精
神

科
医
で
、
多
崎
つ
く
る
は
彼
女
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
定
期
的
に
受
け
て
い

る
、
何
ら
か
の
心
の
傷
を
も
つ
患
者
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
二
人
の
会
話

は
そ
の
治
療
過
程
な
ん
じ
ゃ
な
い
か（

７
）。」

と
い
う
深
読
み
す
ら
提
案
す
る
。

　

こ
の
都
甲
氏
の
解
釈
は
、
一
概
に
誤
読
と
し
て
退
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
あ

る
種
の
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

第
二
章
で
示
し
た
よ
う
に
、
他
の
四
人
が
十
分
な
学
力
を
備
え
な
が
ら
、
あ

え
て
危
険
を
冒
し
て
ま
で
東
京
や
関
西
の
大
学
に
進
学
せ
ず
、
名
古
屋
に
留

ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
つ
く
る
は
学
力
的
に
は
か
な
り
無
理
を
し
て
ま
で
上
京

し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
『
品
川
猿
』
の
み
ず
き
が
、
本
当
は
母
と
姉

か
ら
阻
害
さ
れ
る
こ
と
で
、
中
学
生
時
代
か
ら
名
古
屋
を
離
れ
横
浜
の
学
校
に

進
学
し
て
い
る
姿
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

改
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、
一
六
年
前
、
仲
間
た
ち
か
ら
手
ひ
ど
く
拒
絶
さ
れ

る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
際
の
つ
く
る
の
家
族
の
対
応
は
、
あ
ま
り
に
素
っ
気

な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
冷
淡
す
ぎ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
。
父
親
は
い
う
に
お
よ
ば
ず
、
母
親
と
二
人
の
姉
（
あ
ま
つ
さ
え
、
つ
く

る
自
身
は
彼
女
た
ち
と
仲
が
良
か
っ
た
思
い
込
ん
で
い
る
の
だ
）
の
肉
親
と
し

て
の
彼
に
対
す
る
接
し
方
は
冷
淡
す
ぎ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
本
当
に
家
族
が

肉
親
と
し
て
つ
く
る
を
心
配
し
て
い
た
な
ら
、
彼
ら
（
そ
の
う
ち
の
誰
か
一

人
で
も
）
が
友
人
に
接
触
し
、
つ
く
る
の
身
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
つ
い
て
、

も
っ
と
調
べ
上
げ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

も
し
、
こ
の
極
論
と
も
い
う
べ
き
読
み
の
延
長
線
上
に
、
論
を
構
築
し
て
い

く
と
し
た
ら
、
あ
き
ら
か
に
つ
く
る
の
病
的
状
況
は
「
解
離
性
」
の
あ
る
種
の

疾
患
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
ヘ
ル
シ
ン
キ
か
ら
帰
国
後
、
沙
羅
か
ら
受
け
る
次
の
指
摘
は
、

そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

短
い
沈
黙
が
あ
っ
た
。
風
向
き
を
測
る
よ
う
な
、
含
み
の
あ
る
沈
黙

だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
沙
羅
は
言
っ
た
。

 

「
ね
え
、
あ
な
た
の
声
の
感
じ
が
い
つ
も
と
は
少
し
違
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
な
気
が
す
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る
ん
だ
け
ど
、
私
の
気
の
せ
い
か
し
ら
？
」

 
「
わ
か
ら
な
い
な
。
声
が
お
か
し
い
の
は
疲
れ
て
い
る
か
ら
か
も
し
れ
な

い
。
こ
ん
な
に
長
く
飛
行
機
に
乗
っ
て
い
た
の
は
生
ま
れ
て
初
め
て
だ
か

ら
」 

（「
18
」）

　

そ
し
て
、
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
こ
こ
で
新
し
い
人
格
が
生
ま
れ
て
い
る

と
い
え
る
の
だ
が
、
一
方
で
多
く
の
読
者
に
不
満
を
感
じ
さ
せ
る
も
う
一
つ
の

謎
が
、
も
は
や
謎
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
、
沙
羅
の
姿
が
つ
く
る
の
視
野
に
入
っ
た
。（
略
）

　

彼
女
の
隣
に
は
中
年
の
男
が
い
た
。
が
っ
し
り
し
た
体
格
の
中
背
の
男

で
、
濃
い
色
合
い
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
着
て
、
ブ
ル
ー
の
シ
ャ
ツ
に
、
小
さ

な
ド
ッ
ト
の
入
っ
た
紺
の
ネ
ク
タ
イ
を
締
め
て
い
た
。
き
れ
い
に
整
え
ら

れ
た
髪
に
は
、
い
く
ら
か
白
い
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
五
十
代

前
半
だ
ろ
う
。（
略
）
二
人
は
仲
よ
さ
そ
う
に
手
を
繋
い
で
通
り
を
歩
い

て
い
た
。 
（「
13
」）

　

要
す
る
に
、
沙
羅
の
傍
ら
に
い
る
中
年
の
男
性
は
、
彼
女
の
恋
人
（
あ
る
い

は
夫
か
も
し
れ
な
い
）
で
あ
り
、
都
甲
氏
の
い
う
よ
う
に
、
つ
く
る
と
沙
羅
の

恋
愛
関
係
は
が
解
離
性
同
一
障
害
を
患
っ
て
い
る
た
め
の
単
な
る
思
い
込
み
な

り
、
妄
想
な
り
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
い
う
な
ら
、
つ
く
る
の
中
に
は
あ
る
邪
悪
な
別
の
人
格
が
存
在
し
、

そ
れ
こ
そ
が
シ
ロ
に
対
す
る
一
連
の
行
為
の
主
体
で
あ
る
云
々
の
論
述
を
展
開

す
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
か
つ
て
斎
藤
美
奈
子
が
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
春

樹
作
品
が
「
読
者
に
参
加
を
促
す
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
テ
キ
ス
ト（

８
）」

で
あ
る

証
左
な
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
こ
の
種
の
謎
と
き
は
所
詮
謎
と
き
に
過

ぎ
ぬ
こ
と
も
ま
た
真
で
あ
ろ
う
ゆ
え
、
本
稿
の
最
後
は
別
の
解
釈
を
提
示
す
る

こ
と
で
閉
じ
た
い
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

七

　
『
品
川
猿
』
は
猿
が
名
前
を
奪
う
と
い
う
良
く
も
悪
く
も
非
現
実
的
な
形
で

締
め
く
く
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
『
多
崎
つ
く
る
』
は
、
つ
く
る
と
沙
羅
が

こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
を
示
さ
ぬ
閉
じ
た
物
語
で
あ
る
と
考
え
た
と
き
、
イ

ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
で
は
な
く
、
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
テ
ク
ス
ト
に
昇
華
す
る
の

だ
。

　

最
終
的
に
つ
く
る
は
か
つ
て
ク
ロ
と
呼
ば
れ
た
黒
埜
恵
理
か
ら
一
種
の
承
認

を
得
て
、
そ
の
意
味
で
こ
こ
一
六
年
間
担
い
続
け
て
い
た
重
荷
の
全
部
と
は
い

わ
ぬ
ま
で
も
、
一
部
を
肩
か
ら
下
ろ
し
解
放
さ
れ
た
よ
う
に
思
え
る
。
し
か

し
、
こ
の
重
荷
は
少
し
は
軽
く
は
な
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
つ
く
る
は
別
の
重
荷

を
背
負
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
よ
う
に
つ
く
る
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
を
訪
ね
る
直
前
、
沙
羅
に
別

の
恋
人
が
い
る
可
能
性
に
直
面
す
る
。

　

つ
く
る
に
と
っ
て
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
は
、
沙
羅
が
そ
の
と
き
心
か
ら

嬉
し
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。
彼
女
は
そ
の
男
と
話
を
し
な

が
ら
、
顔
全
体
で
大
き
く
笑
っ
て
い
た
。
彼
女
は
つ
く
る
と
一
緒
に
い
る

と
き
、
そ
れ
ほ
ど
開
け
っ
ぴ
ろ
げ
な
表
情
を
顔
に
浮
か
べ
た
こ
と
は
な

か
っ
た
。
た
だ
の
一
度
も
。
彼
女
が
つ
く
る
に
見
せ
る
表
情
は
ど
の
よ
う
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な
場
合
で
あ
れ
、
い
つ
も
涼
し
げ
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

こ
と
が
何
よ
り
厳
し
く
切
な
く
つ
く
る
の
胸
を
裂
い
た
。 

（「
13
」）

　

い
わ
ば
、
永
遠
の
罰
を
受
け
て
続
け
る
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
よ
う
に
、
つ
く
る

の
悩
み
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
一
六
年
前
に
端
を
発
し
た

謎
は
、
巡
礼
の
旅
の
結
果
、
そ
れ
が
解
か
れ
る
こ
と
で
謎
で
は
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
新
た
な
謎
が
生
ま
れ
、
そ
の
謎
は
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
つ
く
る
の
場

合
、
そ
れ
は
い
わ
ば
無
間
地
獄
の
中
に
居
続
け
る
か
の
よ
う
な
苦
痛
を
伴
う
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

作
者
村
上
春
樹
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
決
し
て
癒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
世
界
に

い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

村
上
春
樹
は
二
〇
一
三
年
五
月
六
日
の
河
合
隼
雄
財
団
主
催
の
講
演
会
「
魂

を
観
る
、
魂
を
書
く
」
の
後
に
実
施
さ
れ
た
公
開
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、
主

人
公
が
多
崎
つ
く
る
が
裏
切
ら
れ
、
絶
望
す
る
シ
ー
ン
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
、

次
の
よ
う
に
答
え
た
と
い
う
。

　

僕
も
似
た
経
験
が
あ
る
。
人
は
受
け
た
心
の
傷
を
塞
い
で
成
長
す
る
。

成
長
す
る
に
は
ト
ラ
ウ
マ
が
深
く
な
く
て
は
い
け
な
い（

９
）。

　

一
つ
の
心
の
傷
の
意
味
を
知
る
た
め
に
『
多
崎
つ
く
る
』
と
い
う
小
説
を
書

い
た
と
し
て
も
、
そ
の
過
程
で
次
の
難ア

ポ
リ
ア問

に
逢
着
し
て
し
ま
う
し
か
な
い
と
し

た
ら
、
一
体
、
我
々
は
彼
の
小
説
を
ど
の
よ
う
に
味
わ
え
ば
い
い
の
だ
ろ
う

か
？

　

確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
作
者
村
上
春
樹
は
数
年
前
か
ら
以
下

の
畏
れ
と
と
も
に
創
作
を
続
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

若
い
と
き
に
優
れ
た
美
し
い
、
力
の
あ
る
作
品
を
書
い
て
い
た
作
家

が
、
あ
る
年
齢
を
迎
え
て
、
疲
弊
の
色
を
急
激
に
濃
く
し
て
い
く
こ
と
が

あ
る
。「
文
学
や
つ
れ
」
と
い
う
言
葉
が
ぴ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
独
特

の
く
た
び
れ
方
を
す
る
。（
略
）

　

僕
は
で
き
る
こ
と
な
ら
、
そ
う
い
う
「
や
つ
れ
方
」
を
避
け
た
い
と
思

う
。（
略
）

　

言
う
ま
で
も
な
く
い
つ
か
は
人
は
負
け
る
。
肉
体
は
時
間
の
経
過
と
と

も
に
否
応
な
く
滅
び
て
い
く
。（
略
）
そ
の
こ
と
は
よ
く
承
知
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
─
─
つ
ま
り
僕
の
活
力
が
毒
素
に
敗
退
し
凌
駕

さ
れ
て
い
く
ポ
イ
ン
ト
を
─
─
少
し
で
も
先
に
延
ば
せ
れ
ば
と
思
う
。
そ

れ
が
小
説
家
と
し
て
の
僕
の
目
指
し
て
い
る
こ
と
だ）

（（
（

。

　

も
は
や
研
究
論
文
を
逸
脱
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と
を
覚
悟
の

上
で
い
う
が
、
結
果
的
に
『
多
崎
つ
く
る
』
が
眼
高
手
低
の
作
品
に
陥
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
も
う
少
し
村
上
春
樹
と
い
う
作
家
の
営
為
を
見
守
っ
て
い
く
し

か
な
い
と
、
今
の
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
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