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は
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め
に

　

江
戸
川
乱
歩
（
以
下
、
乱
歩
と
記
す
）
は
、
大
正
か
ら
昭
和
期
に
か
け
て
活

躍
し
、
主
に
推
理
小
説
を
得
意
と
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
作
家
で
あ
る
。
小
説

作
品
と
し
て
は
、
明
智
小
五
郎
が
登
場
す
る
本
格
探
偵
小
説
を
は
じ
め
、
幻

想
・
怪
奇
小
説
、
犯
罪
小
説
に
分
類
さ
れ
る
変
格
も
の
や
、
少
年
探
偵
団
の
活

躍
す
る
少
年
も
の
も
多
く
残
し
て
い
る
。

　

今
で
こ
そ
乱
歩
は
推
理
小
説
作
家
と
し
て
広
く
知
ら
れ
「
日
本
探
偵
小
説
の

父
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
作
風
は
時
代
ご
と
に
異
な
り
、
推
理

小
説
作
家
と
し
て
一
概
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
特
に
乱
歩
の
初
期
作

品
に
お
い
て
は
、
本
格
探
偵
小
説
よ
り
も
変
格
も
の
と
呼
ば
れ
る
怪
奇
濃
艶
な

作
品
が
多
く
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
当
時
の
読
者
か
ら
の
支
持
を
意
識
し
た
も

の
だ
っ
た
⑴

。
当
時
の
読
者
か
ら
多
く
支
持
さ
れ
た
変
格
も
の
に
つ
い
て
考
察

を
行
う
こ
と
は
、
推
理
小
説
作
家
と
は
異
な
る
乱
歩
の
一
面
に
迫
る
こ
と
に
繋

が
る
と
考
え
る
。

　

今
回
取
り
上
げ
る
「
蟲
」
は
、
乱
歩
の
変
格
も
の
の
中
で
も
初
期
作
品
に
位

置
す
る
、
乱
歩
が
通
俗
小
説
へ
と
舵
を
切
る
直
前
に
執
筆
・
発
表
さ
れ
た
作
品

で
あ
る
。「
隙
見
」
や
「
人
形
」
と
い
っ
た
乱
歩
作
品
に
頻
出
す
る
要
素
を
多

分
に
含
み
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
物
語
は
、
初
期
乱
歩
の
集
大
成
と
も
い
え
る
作

品
と
な
っ
て
い
る
。
勿
論
、
乱
歩
が
好
ん
だ
「
隙
見
」
や
「
人
形
」
と
い
う
要

素
は
、
こ
の
後
の
通
俗
小
説
や
少
年
も
の
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
く
が
、

「
蟲
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
こ
と
は
乱
歩
の
初
期
作
品
を
概
観
す
る
こ
と
に

も
繋
が
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
蟲
」
は
乱
歩
の
作
品
群
の
中
で
上
記
の
よ
う
な
特
別
な
位
置
に
あ

り
な
が
ら
も
、
乱
歩
研
究
に
お
い
て
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
は
多
く
な
い
。

作
品
自
体
に
対
す
る
研
究
は
、
作
中
の
「
笑
い
」
に
着
目
し
た
浜
田
雄
介
氏
の

論
考
を
は
じ
め
と
し
て
数
編
し
か
な
く
、
乱
歩
研
究
の
中
で
も
重
き
を
置
か
れ

て
い
な
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
蟲
」
の
分
析
を
行
う

こ
と
で
、
乱
歩
研
究
に
お
け
る
本
作
の
価
値
の
見
直
し
に
も
繋
げ
て
い
き
た
い

と
考
え
る
。

　

以
下
、
第
一
、
二
節
で
は
「
隙
見
」「
人
形
」
に
つ
い
て
分
析
を
行
い
、
そ

れ
ぞ
れ
の
要
素
が
乱
歩
作
品
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
か
を

考
察
す
る
。
第
三
節
に
お
い
て
は
当
時
の
時
代
状
況
を
踏
ま
え
な
が
ら
、「
蟲
」

か
ら
読
み
取
れ
る
乱
歩
作
品
へ
対
す
る
新
た
な
評
価
の
視
点
を
示
す
こ
と
を
試

み
る
。
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一
　

乱
歩
作
品
で
は
「
隙
見
」
や
「
覗
き
」
と
い
う
行
為
は
多
く
見
ら
れ
る
。「
鏡

地
獄
」
で
は
望
遠
鏡
や
サ
ブ
マ
リ
ン
・
ス
コ
ー
プ
を
用
い
て
他
人
の
私
室
を
覗

き
見
た
り
、「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
は
遠
眼
鏡
を
用
い
て
街
の
人
々
を
盗
み

見
た
り
す
る
。
ま
た
「
人
で
な
し
の
恋
」
で
は
、
夫
が
他
の
女
と
密
会
し
て
い

る
こ
と
を
疑
っ
た
京
子
夫
人
が
、
土
蔵
に
忍
び
込
ん
で
夫
の
様
子
を
隙
見
す
る

場
面
が
描
か
れ
た
。

　
「
蟲
」
に
お
い
て
も
、「
隙
見
」・「
覗
き
」
と
い
う
行
為
は
如
実
に
描
か
れ
て

い
る
。
初
恋
の
相
手
で
あ
る
木
下
芙
蓉
に
再
会
し
、
再
び
恋
慕
の
情
を
抱
い
た

柾
木
愛
造
は
必
死
の
告
白
を
芙
蓉
に
笑
わ
れ
た
こ
と
で
、
愛
情
と
同
時
に
憎
悪

を
抱
く
こ
と
に
な
る
。
熱
烈
な
愛
憎
を
抱
く
こ
と
に
な
っ
た
柾
木
は
、
数
ヶ
月

に
わ
た
っ
て
芙
蓉
に
つ
き
ま
と
い
、
芙
蓉
と
そ
の
恋
人
で
あ
る
池
内
と
の
逢
引

き
を
覗
き
見
す
る
こ
と
に
没
頭
す
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
な
ぜ
、
柾
木
は
「
隙
見
」
と
い
う
行
為
に
没
頭
し
て
い
く
の
か
。
そ
こ

に
は
、
柾
木
が
幼
少
か
ら
抱
い
て
い
た
病
的
な
素
質
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え

る
。

　

柾
木
は
「
世
に
た
ぐ
い
あ
ら
ぬ
厭
人
病
者
」
で
あ
り
、
幼
年
時
代
か
ら
人
の

顔
を
見
れ
ば
何
の
理
由
な
く
涙
が
浮
か
ぶ
ほ
ど
の
羞
恥
や
恐
怖
を
抱
く
内
気
な

人
物
だ
っ
た
。
肉
親
で
あ
る
父
親
や
召
使
い
、
時
に
は
母
親
に
す
ら
そ
の
不
可

思
議
な
羞
恥
を
抱
き
、
小
学
校
で
も
う
ま
く
人
と
接
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
人

嫌
い
の
側
面
を
持
っ
て
い
た
。

　

こ
の
柾
木
の
性
質
に
つ
い
て
、
浜
田
雄
介
は
「
柾
木
に
は
、
人
に
語
り
か
け

て
、
無
視
さ
れ
る
こ
と
へ
の
極
端
な
恐
怖
が
あ
る
」⑵
と
指
摘
す
る
。
相
手
の
話

を
聞
か
ず
、
自
身
の
話
ば
か
り
を
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
人
々
の
会
話
に
驚
異

を
感
じ
、
意
地
悪
だ
と
認
識
す
る
柾
木
は
、
自
身
も
同
じ
よ
う
な
会
話
を
さ
れ

る
こ
と
に
堪
え
が
た
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
柾
木
の
内
気
さ
だ
け
が
理
由

で
は
な
く
、
他
人
に
愛
情
を
求
め
る
柾
木
の
本
質
が
関
わ
っ
て
い
た
。

彼
は
、
彼
が
何
か
を
喋
っ
て
い
る
時
、
相
手
の
目
が
少
し
で
も
彼
の
目
を

そ
れ
て
、
外
の
事
を
考
え
て
い
る
と
悟
る
と
、
も
う
あ
と
を
喋
る
気
が
し

な
い
程
、
内
気
者
で
あ
っ
た
。
言
葉
を
換
え
て
云
う
と
、
そ
れ
程
彼
は
愛

に
つ
い
て
貪
婪
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
余
り
に
貪
婪
で
あ
る
が
故
に
、
彼

は
他
人
を
愛
す
る
こ
と
が
、
社
交
生
活
を
営
む
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
⑶

　
「
愛
に
つ
い
て
貪
婪
で
あ
」
る
柾
木
は
、
愛
を
求
め
る
あ
ま
り
に
人
に
拒
絶

さ
れ
る
こ
と
を
忌
避
し
て
い
た
。
柾
木
の
人
嫌
い
の
側
面
も
、
身
内
に
す
ら
羞

恥
や
恐
怖
を
抱
く
性
質
も
、
語
り
か
け
て
無
視
さ
れ
、
愛
情
を
手
渡
し
て
も
ら

え
な
い
恐
怖
が
根
底
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
柾
木
に
と
っ
て
「
隙
見
」
と
い
う
行
為
は
、
相
手
に
無
視
や
拒
絶
を

さ
れ
る
と
い
う
リ
ス
ク
を
伴
わ
ず
に
人
間
と
対
峙
す
る
う
っ
て
つ
け
の
手
段

だ
っ
た
。

　

芙
蓉
に
告
白
を
笑
わ
れ
た
こ
と
で
烈
し
い
憎
悪
を
抱
い
た
柾
木
が
、
そ
の
感

情
を
抱
き
な
が
ら
芙
蓉
の
芝
居
を
見
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
際
の
記
述
に
以
下

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

そ
れ
程
の
憎
悪
を
抱
き
な
が
ら
や
が
て
、
彼
が
こ
っ
そ
り
と
三
等
席
に

隠
れ
て
、
芙
蓉
の
芝
居
を
見
に
行
き
出
し
た
と
い
う
の
は
、
一
見
誠
に
変

な
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
厭
人
病
者
の
常
と
し
て
、
他
人
に
自
分
の
姿
を
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見
ら
れ
た
り
、
言
葉
を
聞
か
れ
た
り
す
る
こ
と
を
、
極
度
に
恐
れ
る
反
面

に
は
、
人
の
見
て
い
な
い
所
や
、
仮
令
見
て
い
て
も
、
彼
の
存
在
が
注
意

を
惹
か
ぬ
よ
う
な
場
所
（
例
え
ば
公
園
の
群
集
の
中
）
で
は
、
彼
は
普
通

人
の
幾
層
倍
も
、
大
胆
に
放
肆
に
ふ
る
ま
う
も
の
で
あ
る
。
柾
木
が
土
蔵

の
中
に
と
じ
籠
っ
て
、
他
人
を
近
寄
せ
な
い
と
い
う
の
も
、
一
つ
に
は
彼

は
そ
こ
で
、
人
の
前
で
は
押
え
つ
け
て
い
た
、
自
儘
な
所
業
を
、
ほ
し
い

ま
ま
に
振
舞
い
た
い
が
為
で
あ
っ
た
。

　

柾
木
は
そ
の
性
質
ゆ
え
に
他
人
に
自
分
の
姿
を
見
ら
れ
る
こ
と
や
言
葉
を
聞

か
れ
る
こ
と
を
嫌
う
反
面
、
根
底
で
は
自
己
の
ほ
し
い
ま
ま
に
振
舞
い
た
い
と

い
う
欲
求
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
柾
木
が
三
階
席
か
ら
芙
蓉
の
芝
居

を
見
る
と
い
う
行
為
、
そ
し
て
そ
れ
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
芙
蓉
と
池
内
の
情

交
を
隙
見
す
る
と
い
う
行
為
は
、
他
人
に
自
身
の
姿
を
晒
さ
ず
に
他
者
と
対
峙

す
る
唯
一
の
手
段
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
し
て
柾
木
は
、
隙
見
と
い
う
行
為
を
通
し
て
芙
蓉
を
知
っ
て
い
く
に
つ

れ
て
、
自
身
の
感
情
を
掻
き
立
て
ら
れ
て
い
く
。

世
に
も
い
ま
わ
し
き
立
聞
き
と
隙
見
と
に
よ
っ
て
覚
え
る
所
の
、
む
ず
痒

い
羞
恥
、
涙
ぐ
ま
し
い
憤
怒
、
歯
の
根
も
合
わ
ぬ
恐
怖
の
感
情
は
、
不
思

議
に
も
、
同
時
に
、
一
面
に
於
て
は
、
彼
に
と
っ
て
、
限
り
な
き
歓
喜
で

あ
り
、
類
も
あ
ら
ぬ
陶
酔
で
あ
っ
た
。
彼
は
は
か
ら
ず
も
覗
い
た
世
界

の
、
あ
の
兇
暴
な
る
魅
力
を
、
ど
う
し
て
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ

た
。

　

柾
木
は
隙
見
を
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
羞
恥
、
憤
怒
、
恐
怖
と
い
う
感
情
を

抱
き
な
が
ら
も
、
一
方
で
歓
喜
や
陶
酔
を
抱
き
、
隙
見
と
い
う
行
為
の
魅
力
に

取
り
込
ま
れ
て
い
く
。

　

こ
う
い
っ
た
隙
見
に
よ
っ
て
感
情
や
衝
動
を
掻
き
立
て
ら
れ
て
い
く
様
子

は
、
他
の
乱
歩
作
品
で
も
度
々
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」

に
お
い
て
は
、
退
屈
を
持
て
余
し
た
郷
田
三
郎
が
屋
根
裏
か
ら
住
人
の
様
子
を

隙
見
す
る
こ
と
に
没
頭
し
、
殺
人
衝
動
ま
で
も
掻
き
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ

で
の
隙
見
は
、
人
間
の
最
も
無
防
備
な
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
先
行
研
究
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
鍵
の
か
か
っ
た
個
室
と
い
う
私
的
な
空
間
に
入
る
と
、
他
者
の

存
在
と
外
部
の
視
線
が
消
え
去
り
、
人
間
は
も
っ
と
も
無
防
備
な
一
面
を

さ
ら
け
出
し
て
し
ま
う
。
屋
根
裏
に
登
っ
た
郷
田
が
目
に
し
た
の
は
、
昇

給
の
辞
令
に
喜
ぶ
会
社
員
、
着
物
を
舐
め
る
相
場
師
や
臆
病
な
野
球
選
手

な
ど
、
様
々
な
人
間
の
裏
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
間
の
「
本
性
」
と

も
言
う
べ
き
一
面
─
─
少
な
く
と
も
郷
田
自
身
は
そ
れ
ら
を
人
間
の
「
本

性
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
─
─
こ
そ
、
郷
田
が
「
屋
根
裏
の
散
歩
」
と

い
う
行
為
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
た
「
云
い
知
れ
ぬ
魅
力
」
の
正
体
と
言
え

よ
う
。
⑷

　
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
で
の
郷
田
が
感
じ
て
い
た
隙
見
の
「
云
い
知
れ
ぬ
魅

力
」
と
い
う
の
は
乱
歩
作
品
に
お
け
る
隙
見
と
い
う
行
為
に
共
通
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
隙
見
を
行
う
行
為
者
は
人
間
の
本
性
を
覗
く
こ
と
に
陶
酔
し
て

い
っ
た
の
だ
。

　
「
隙
見
」
が
他
者
と
接
近
す
る
方
法
で
あ
っ
た
人
物
は
「
鏡
地
獄
」
や
「
押

絵
と
旅
す
る
男
」
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
乱
歩
作
品
に
お
け
る
「
隙
見
」
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は
、
う
ま
く
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
取
れ
な
い
人
物
が
、
他
者
の
本

性
を
覗
き
他
者
と
接
近
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
い
た
。

　
「
蟲
」
に
お
け
る
柾
木
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
人
と
う
ま
く
接
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
自
分
の
姿
を
人
目
に
晒
す
こ
と
に
す
ら
恐
怖
を
抱
く
人
物
で
あ
る
。

柾
木
に
と
っ
て
「
隙
見
」
と
い
う
行
為
は
、
自
分
を
人
目
に
晒
さ
ず
相
手
の
本

性
に
近
づ
く
手
段
で
あ
り
、
唯
一
他
人
と
対
峙
す
る
方
法
で
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
隙
見
を
行
う
こ
と
で
相
手
の
本
性
を
知
る
こ
と
は
、
人
間
が
他
人

と
接
す
る
際
に
隠
し
て
い
る
秘
密
を
暴
く
こ
と
で
も
あ
る
。
柾
木
は
隙
見
を
す

る
こ
と
で
芙
蓉
や
池
内
の
自
身
へ
対
す
る
侮
蔑
や
、
二
人
の
逢
瀬
を
知
る
こ
と

と
な
り
、
憎
悪
や
恋
慕
の
情
を
募
ら
せ
て
い
く
。
本
来
知
ら
な
く
て
も
良
か
っ

た
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
う
こ
と
で
、
柾
木
の
感
情
は
増
大
し
、
芙
蓉
へ
の
所
有

欲
は
募
る
一
方
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
所
有
欲
を
満
た
す
た
め
に
殺
人

へ
と
至
っ
て
し
ま
う
。

　

隙
見
を
す
る
行
為
者
は
、
包
み
隠
さ
な
い
そ
の
本
性
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
身
の
感
情
を
掻
き
立
て
ら
れ
一
線
を
越
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
人
で
な

し
の
恋
」
に
お
け
る
京
子
夫
人
が
夫
の
愛
が
人
形
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

知
り
、
激
し
い
嫉
妬
に
駆
ら
れ
た
こ
と
や
、「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
に
お
い
て

郷
田
が
人
々
の
生
活
を
盗
み
見
る
こ
と
で
殺
人
衝
動
を
抱
く
に
至
っ
た
こ
と
も

同
様
で
あ
る
。

　

乱
歩
作
品
に
お
け
る
「
隙
見
」
は
、
他
者
に
上
手
く
接
近
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
人
物
が
リ
ス
ク
を
伴
わ
ず
に
他
者
に
接
近
す
る
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
。
し
か
し
他
者
に
接
近
し
す
ぎ
た
男
た
ち
は
、
本
来
知
ら
な
い
は
ず
だ
っ

た
相
手
の
本
性
ま
で
を
も
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
で
、
感
情
を
掻
き
立
て
ら

れ
破
滅
の
道
を
辿
っ
て
し
ま
う
。

　
「
隙
見
」
は
他
者
と
最
も
接
近
す
る
方
法
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
物
の
感
情

を
掻
き
立
て
る
効
果
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

二
　
「
蟲
」
に
は
、
乱
歩
作
品
に
頻
出
す
る
モ
チ
ー
フ
が
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ

は
、
柾
木
が
愛
憎
の
感
情
か
ら
芙
蓉
を
殺
し
た
あ
と
、
芙
蓉
の
死
体
に
対
す
る

描
写
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

死
体
は
、
首
に
青
黒
い
絞
殺
の
あ
と
が
つ
い
て
い
る
の
と
、
皮
膚
の
色

が
や
や
青
ざ
め
て
い
た
外
は
、
生
前
と
何
の
変
り
も
な
か
っ
た
。
大
き
く

見
開
い
た
、
瀬
戸
物
の
様
な
う
つ
ろ
な
目
が
、
空
間
を
見
つ
め
、
だ
ら
し

な
く
開
い
た
唇
の
間
か
ら
、
美
し
い
歯
並
と
舌
の
先
が
覗
い
て
い
た
。
唇

に
生
色
が
な
く
て
、
何
と
や
ら
花
や
し
き
の
生
人
形
み
た
い
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
故
に
、
却
っ
て
皮
膚
は
青
白
く
す
べ
っ
こ
か
っ
た
。

　
「
生
人
形
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
蟲
」
で
は
芙
蓉
の
死

体
を
「
人
形
」
に
見
立
て
て
い
る
。

　

乱
歩
作
品
で
は
、
こ
の
「
人
形
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
多
く
登
場
す
る
。「
人

で
な
し
の
恋
」
で
は
、
妻
よ
り
も
人
形
を
愛
し
密
会
を
交
わ
す
男
の
様
子
が
、

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
で
は
十
二
階
か
ら
覗
い
た
押
絵
の
娘
に
恋
を
し
、
押
絵

の
世
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
う
男
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
乱
歩
作
品
を
分
析
す

る
に
あ
た
っ
て
、
人
形
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
つ
い
て
考
察
を
行
う
の
は
重
要
な

点
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

乱
歩
作
品
に
お
け
る
人
形
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
恋
愛
や
愛
欲
の
対
象
と
し
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て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
先
行
研
究
で
は
谷
川
渥
の
研
究
を

参
照
す
る
こ
と
が
多
い
。

　

谷
川
は
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
の
翻
訳
語
と
し
て
の
「
人
形
愛
」
に
つ
い
て
、

「
生
命
の
な
い
人
形
を
生
命
あ
る
も
の
の
よ
う
に
愛
す
る
こ
と
」
と
等
置
さ
れ

る
こ
と
に
触
れ
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
「
人
形
愛
」
に
は
も
う
ひ
と
つ
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
側
面
が

あ
る
は
ず
だ
。
生
命
の
な
い
対
象
に
生
命
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
逆
に

生
命
の
あ
る
対
象
を
生
命
の
な
い
物
体
に
変
容
さ
せ
る
こ
と
が
、
そ
れ
で

あ
る
。
人
形
を
人
間
の
よ
う
に
愛
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
を
人
形
の
よ

う
に
愛
す
る
の
だ
と
い
っ
て
も
い
い
。
私
は
こ
れ
に
「
逆
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
」
の
名
を
与
え
る
。「
人
形
愛
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
ピ
ュ
グ
マ

リ
オ
ニ
ズ
ム
の
翻
訳
語
と
し
て
の
そ
の
出
自
を
離
れ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の

意
味
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。
⑸

　

つ
ま
り
、
乱
歩
の
人
形
愛
は
「
人
形
を
人
間
の
よ
う
に
愛
す
る
」
と
い
う

ピ
ュ
グ
マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
と
、「
人
間
を
人
形
の
よ
う
に
愛
す
る
」
と
い
う
逆
ピ
ュ

グ
マ
リ
オ
ニ
ズ
ム
を
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
谷
川
は
前
者
に
「
人

で
な
し
の
恋
」「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
を
挙
げ
、
後
者
の
例
と
し
て
「
白
昼
夢
」

「
蟲
」「
蜘
蛛
男
」「
黒
蜥
蜴
」
を
挙
げ
て
い
る
。
正
反
対
と
も
い
え
る
こ
の
二

つ
の
要
素
を
作
品
ご
と
に
使
い
分
け
る
こ
と
で
、
乱
歩
は
自
身
の
作
品
世
界
を

形
成
し
て
い
た
。

　

柾
木
が
芙
蓉
の
死
体
を
人
形
に
見
立
て
て
愛
を
注
い
だ
様
子
は
、
谷
川
が
指

摘
す
る
よ
う
に
「
人
間
を
人
形
の
よ
う
に
愛
す
る
」
と
い
う
逆
ピ
ュ
グ
マ
リ
オ

ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
乱
歩
の
人
形
へ
対
す
る
思
想
が
反
映
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

乱
歩
の
残
し
た
有
名
な
随
筆
に
「
人
形
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
一
九
三
一

年
（
昭
和
六
年
）『
東
京
朝
日
新
聞
』
に
て
発
表
さ
れ
た
こ
の
随
筆
の
冒
頭
で
、

乱
歩
は

　

人
間
に
恋
は
で
き
な
く
と
も
、
人
形
に
は
恋
が
で
き
る
。
人
間
は
う
つ

し
世
の
影
、
人
形
こ
そ
永
遠
の
生
物
。
と
い
ふ
妙
な
考
え
が
、
昔
か
ら
私

の
空
想
世
界
に
巣
食
っ
て
い
る
。
バ
ク
の
よ
う
に
夢
ば
か
り
た
べ
て
生
き

て
い
る
時
代
は
ず
れ
な
人
間
に
は
、
ふ
さ
わ
し
い
あ
こ
が
れ
で
あ
ろ
う
。
⑹

と
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
考
え
は
、
乱
歩
が
色
紙
を
求
め
ら
れ
る
際
に
度
々
書
い
て
い
た
「
う
つ

し
世
は
夢
、
夜
の
世
界
こ
そ
ま
こ
と
」
と
い
う
考
え
と
通
じ
る
部
分
が
あ
る
。

実
世
界
よ
り
も
夜
の
夢
は
リ
ア
ル
で
あ
る
、
と
い
う
転
倒
が
、
人
間
よ
り
人
形

が
リ
ア
ル
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
転
倒
と
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
人
で
な
し
の
恋
」
や
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」
に
お
い
て
、
乱
歩
が
人
形
を

表
現
す
る
際
に
生
気
を
帯
び
た
よ
う
に
描
い
た
の
は
こ
の
考
え
が
根
底
に
あ

り
、
作
中
で
男
た
ち
が
人
間
よ
り
も
人
形
の
方
へ
惹
か
れ
る
の
は
、
そ
う
い
っ

た
リ
ア
ル
さ
に
惹
か
れ
る
乱
歩
の
嗜
好
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
乱
歩
の
こ
の
思
想
は
、「
蟲
」
に
て
芙
蓉
の
死
体
を
目
の
当
た
り
に

し
、
そ
の
姿
に
魅
入
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
柾
木
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

隙
見
と
い
う
行
為
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
芙
蓉
へ
の
所
有
欲
を
増
幅

さ
せ
た
柾
木
は
、
芙
蓉
を
殺
す
こ
と
で
そ
の
存
在
を
手
中
に
収
め
る
こ
と
に
成

功
す
る
。
想
い
人
で
あ
っ
た
芙
蓉
を
殺
し
、
一
度
占
有
す
れ
ば
満
足
で
き
る
と
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思
っ
て
い
た
柾
木
は
、
芙
蓉
の
死
体
を
見
て
さ
ら
に
恋
慕
の
情
を
燃
や
す
こ
と

に
な
る
。

　

た
っ
た
一
時
間
前
ま
で
、
心
持
の
上
で
は
、
千
里
も
遠
く
に
い
て
、
寧

ろ
怖
い
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
、
世
間
並
に
意
地
悪
で
、
利
口
者
の
人
気
女

優
が
、
今
何
の
抵
抗
力
も
な
く
、
赤
裸
々
の
む
く
ろ
を
、
彼
の
眼
前
一
尺

に
曝
し
て
い
る
か
と
思
う
と
、
柾
木
は
不
思
議
な
感
じ
が
し
た
。
全
く
不

可
能
な
事
柄
が
、
突
然
夢
の
様
に
実
現
し
た
気
持
で
あ
っ
た
。

　

非
現
実
的
な
蝋
燭
の
光
が
、
身
体
全
体
に
、
無
数
の
柔
い
影
を
作
っ

た
。
胸
か
ら
腹
の
表
面
は
、
砂
漠
の
、
砂
丘
の
写
真
の
様
に
、
蔭
ひ
な
た

が
、
雄
大
な
る
う
ね
り
を
為
し
、
身
体
全
体
は
、
夕
日
を
受
け
た
奇
妙
な

白
い
山
脈
の
様
に
見
え
た
。
気
高
く
聳
え
た
嶺
続
き
の
、
不
可
思
議
な
曲

線
、
滑
か
な
深
い
谷
間
の
神
秘
な
る
蔭
影
、
柾
木
愛
造
は
そ
こ
に
、
芙
蓉

の
肉
体
の
あ
ら
ゆ
る
細
部
に
わ
た
っ
て
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
、
微
妙
な
美
と

秘
密
と
を
見
た
。

　

こ
の
と
き
、
柾
木
は
初
め
て
想
像
で
も
な
く
隙
見
で
も
な
く
、
真
に
芙
蓉
の

身
体
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
隙
見
を
す
る
こ
と
で
し
か
そ
の

姿
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
芙
蓉
が
「
何
の
抵
抗
力
も
な
く
、
赤
裸
々
の

む
く
ろ
を
、
彼
の
眼
前
一
尺
に
曝
」
す
こ
と
と
な
り
、
こ
の
こ
と
は
柾
木
に

と
っ
て
「
全
く
不
可
能
な
事
柄
」
で
あ
り
、
実
現
し
た
こ
と
は
「
夢
の
様
」
な

の
だ
。

　

つ
ま
り
こ
う
し
て
身
体
の
細
部
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
も
芙
蓉
の
死

体
が
初
め
て
で
あ
り
、
柾
木
に
と
っ
て
は
隙
見
の
際
に
見
た
芙
蓉
の
姿
よ
り
も

よ
ほ
ど
リ
ア
ル
な
存
在
と
し
て
映
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
激
し
い
厭
人

病
者
で
あ
り
な
が
ら
他
者
と
触
れ
合
う
こ
と
を
忌
避
し
て
い
た
柾
木
が
初
め
て

身
体
的
接
触
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
相
手
が
、
芙
蓉
の
死
体
と
な
る
の
で
あ

る
。

　

柾
木
は
芙
蓉
の
死
体
に
魅
入
ら
れ
る
こ
と
で
、
一
度
占
有
す
れ
ば
満
足
で
き

る
と
い
う
考
え
が
思
い
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
芙
蓉
の
死
体
を
永
遠

の
も
の
に
し
た
い
と
思
い
始
め
る
よ
う
に
な
る
。

　

彼
は
最
早
や
芙
蓉
の
な
き
が
ら
と
別
れ
る
に
忍
び
な
か
っ
た
。
彼
女
な

し
に
は
生
き
て
行
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
土
蔵
の
厚
い
壁

の
中
の
別
世
界
で
、
彼
女
の
む
く
ろ
と
二
人
ぽ
っ
ち
で
、
い
つ
ま
で
も
、

不
可
思
議
な
恋
に
ひ
た
っ
て
い
た
か
っ
た
。
そ
う
す
る
外
に
は
何
の
思
案

も
浮
ば
な
か
っ
た
。「
永
久
に
…
…
」
と
彼
は
何
心
な
く
考
え
た
。
だ
が
、

「
永
久
」
と
い
う
言
葉
に
含
ま
れ
た
、
あ
る
身
の
毛
も
よ
だ
つ
意
味
に
思

い
当
っ
た
時
、
彼
は
余
り
の
怖
さ
に
、
ピ
ョ
コ
ン
と
立
上
っ
て
、
い
き
な

り
部
屋
の
中
を
、
忙
し
相
に
歩
き
始
め
た
。

　

こ
の
と
き
、
ふ
と
過
ぎ
っ
た
「
永
久
に
…
…
」
と
い
う
思
い
を
阻
む
虫
（
こ

こ
で
は
死
体
を
蝕
む
有
機
物
の
こ
と
を
指
す
）
の
存
在
に
気
づ
き
、
柾
木
は
芙

蓉
の
死
体
を
永
遠
の
も
の
と
し
、
人
形
の
よ
う
に
愛
し
続
け
る
た
め
に
奔
走
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

柾
木
は
氷
を
入
手
し
よ
う
と
し
た
り
防
腐
液
を
動
脈
に
注
入
し
よ
う
と
し
た

り
、
死
体
の
腐
乱
を
防
ぐ
た
め
に
手
を
尽
く
す
が
、
専
門
知
識
も
な
い
た
め
失

敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
死
斑
に
蝕
ま
れ
始
め
た
芙
蓉
に
、
苦
し
紛

れ
に
化
粧
を
施
し
始
め
る
。
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彼
は
大
急
ぎ
で
町
に
出
て
、
胡
粉
と
刷
毛
と
を
買
っ
て
帰
り
（
こ
れ
ら

の
異
様
な
挙
動
を
、
婆
や
は
さ
し
て
怪
し
ま
な
ん
だ
。
彼
の
不
規
則
な
生

活
や
、
奇
矯
な
行
為
に
は
、
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
た
か
ら
だ
。
彼
女
は

た
だ
土
蔵
か
ら
出
て
来
た
柾
木
の
身
辺
に
、
病
院
へ
行
っ
た
よ
う
な
、
ひ

ど
い
防
腐
剤
の
匂
の
漂
っ
て
い
た
の
を
、
い
さ
さ
か
不
審
に
思
っ
た
）
別

の
洗
面
器
に
そ
れ
を
溶
い
て
、
人
形
師
が
生
人
形
の
仕
上
げ
で
も
す
る
様

に
、
芙
蓉
の
全
身
を
塗
り
つ
ぶ
し
た
。
そ
し
て
、
不
気
味
な
屍
斑
が
見
え

な
く
な
る
と
、
今
度
は
、
普
通
の
絵
の
具
で
、
役
者
の
顔
を
す
る
様
に
、

目
の
下
を
ピ
ン
ク
色
に
ぼ
か
し
て
見
た
り
、
眉
を
引
い
て
見
た
り
、
唇
に

紅
を
塗
っ
て
見
た
り
、
耳
た
ぶ
を
染
め
て
見
た
り
、
そ
の
他
五
体
の
あ
ら

ゆ
る
部
分
に
、
思
う
ま
ま
の
色
彩
を
ほ
ど
こ
す
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
仕
事

に
彼
は
た
っ
ぷ
り
半
日
も
か
か
っ
た
。
最
初
は
た
だ
屍
斑
や
陰
気
な
皮
膚

の
色
を
隠
す
の
が
目
的
で
あ
っ
た
が
、
や
っ
て
い
る
内
に
、
屍
の
粉
飾
そ

の
も
の
に
異
常
に
興
味
を
覚
え
始
め
た
。
彼
は
、
死
体
と
い
う
キ
ャ
ン

ヴ
ァ
ス
に
向
っ
て
、
妖
艶
な
る
裸
像
を
描
く
、
世
に
も
不
思
議
な
画
家
と

な
り
、
様
々
な
愛
の
言
葉
を
囁
き
な
が
ら
、
興
に
乗
じ
て
は
冷
い
キ
ャ
ン

ヴ
ァ
ス
に
口
づ
け
を
さ
え
し
な
が
ら
夢
中
に
な
っ
て
絵
筆
を
運
ぶ
の
で

あ
っ
た
。

　

柾
木
は
ま
る
で
人
形
を
作
る
か
の
ご
と
く
芙
蓉
の
死
体
に
化
粧
を
施
し
て
い

く
が
、
死
斑
を
隠
す
た
め
で
あ
っ
た
そ
の
行
為
に
興
味
を
覚
え
夢
中
に
な
っ
て

い
く
。

　

こ
こ
に
は
、
人
形
愛
に
お
け
る
理
想
の
投
影
と
い
う
側
面
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
る
。
澁
澤
龍
彦
の
「
人
形
愛
序
説
」
に
お
い
て
、「
人
形
愛
」
と

は
以
下
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
現
代
は
い
わ
ゆ
る
ウ
ー
マ
ン
・
リ
ブ
の
時
代
で
あ
り
、
女

権
拡
張
の
時
代
で
あ
り
、
知
性
に
お
い
て
も
、
体
力
に
お
い
て
も
、
男
の

独
占
権
を
脅
か
し
か
ね
な
い
積
極
的
な
若
い
お
嬢
さ
ん
が
、
ぞ
く
ぞ
く
世

に
現
れ
て
き
て
い
る
の
は
事
実
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
男

た
ち
の
反
時
代
的
な
夢
は
、
純
粋
客
体
と
し
て
の
古
典
的
な
少
女
の
イ

メ
ー
ジ
を
懐
か
し
く
追
い
求
め
る
の
で
あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
完
全
な
フ
ァ
ン
ト
ム
・
オ
ブ
ジ
ェ

（
客
体
と
し
て
の
女
）
は
厳
密
に
い
う
な
ら
ば
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
略
）
要
は
、
そ
の
表
象
さ
れ
た
女
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
実
在
の
少
女
と
を
、

想
像
力
の
世
界
で
、
ど
こ
ま
で
接
近
さ
せ
得
る
か
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
女

が
一
個
の
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ブ
ジ
ェ
と
化
す
る
で
あ
る
よ
う
な
、
生
物

学
的
進
化
の
夢
想
に
よ
っ
て
（
略
）
完
成
し
た
人
形
も
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

こ
う
し
た
観
念
と
実
在
と
を
一
致
さ
せ
る
一
つ
の
試
み
と
見
な
す
こ
と
が

出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
⑺

　

つ
ま
り
、「
人
形
愛
」
と
は
実
際
に
は
存
在
し
得
な
い
よ
う
な
男
性
の
求
め

る
理
想
女
性
を
実
在
さ
せ
る
試
み
と
し
て
人
形
を
作
り
だ
し
欲
望
を
満
た
す
こ

と
な
の
で
あ
る
。

　

柾
木
が
芙
蓉
の
死
体
を
塗
り
つ
ぶ
し
、
サ
ロ
メ
の
舞
台
で
見
た
芙
蓉
の
姿
を

作
り
上
げ
た
こ
と
は
、
理
想
の
女
性
を
作
り
出
す
こ
と
と
同
義
だ
っ
た
。
そ
こ

に
は
自
身
を
嘲
笑
し
た
芙
蓉
の
姿
は
な
く
、
ま
さ
し
く
柾
木
に
と
っ
て
の
理
想

の
芙
蓉
の
姿
が
あ
る
。
柾
木
は
自
身
の
手
で
芙
蓉
を
人
形
と
化
す
る
こ
と
で
、
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自
身
の
理
想
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

　

ま
た
、
理
想
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
柾
木
の
様
子
は
、
乱
歩
自
身
の
姿
に
も

重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
乱
歩
は
色
紙
に
「
う
つ

し
世
は
夢
、
夜
の
世
界
こ
そ
ま
こ
と
」
と
書
き
、
ま
た
エ
ッ
セ
イ
「
人
形
」
で

は
人
間
よ
り
も
人
形
の
方
が
リ
ア
ル
な
存
在
で
あ
る
と
語
っ
た
。
乱
歩
は
現
実

世
界
よ
り
も
夜
の
夢
、
つ
ま
り
現
実
世
界
で
は
な
い
幻
想
世
界
に
傾
倒
し
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

乱
歩
の
こ
の
思
想
は
、「
今
一
つ
の
世
界
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
よ
り
深
く

垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
文
章
の
中
で
、
乱
歩
は
現
実
世
界
と
は
異
な

る
「
今
一
つ
の
世
界
」
へ
の
憧
れ
を
語
っ
て
い
る
。

　

ご
覧
な
さ
い
。
子
ど
も
が
ど
ん
な
に
お
伽
話
を
す
く
か
、
青
年
が
ど
ん

な
に
冒
険
談
を
す
く
か
、
そ
れ
か
ら
大
人
の
お
伽
話
、
冒
険
談
は
、
た
と

え
ば
お
茶
屋
の
二
階
、
歌
い
女
、
幇
間
。
そ
れ
ぞ
れ
種
類
は
違
っ
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
一
生
涯
、
何
か
日
常
茶
飯
事
以
上
の
も
の
、「
今
一
つ
の
世

界
」
を
求
め
な
い
で
は
い
ら
れ
ぬ
の
で
す
。
お
芝
居
に
し
ろ
、
音
楽
に
し

ろ
、
絵
画
に
し
ろ
、
小
説
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
み
な
見
方
に
よ
っ
て
は
、

人
間
の
「
今
一
つ
の
世
界
」
へ
の
憧
憬
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。

　

子
供
も
青
年
も
大
人
も
関
係
な
く
、
人
間
に
は
「
今
一
つ
の
世
界
」
の
憧
れ

が
あ
る
こ
と
を
語
り
、
芝
居
や
音
楽
、
絵
画
、
ひ
い
て
は
小
説
ま
で
も
が
、
人

間
の
「
今
一
つ
の
世
界
」
へ
の
憧
憬
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
と
乱
歩
は
語
る
。

そ
し
て
乱
歩
自
身
、
小
説
を
書
く
の
は
「
今
一
つ
の
世
界
」
を
創
造
す
る
た
め

で
あ
っ
た
。

　

あ
る
型
に
属
す
る
小
説
家
は
、
誰
し
も
同
じ
思
い
で
し
ょ
う
が
、
わ
た

し
も
ま
た
、
わ
た
し
の
拙
な
い
文
字
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
自
身
の
「
今
一

つ
の
世
界
」
を
創
造
す
る
こ
と
を
、
一
生
の
願
い
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い

ま
す
。
⑻

　

乱
歩
は
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」
や
「
人
間
椅
子
」
に
て
こ
の
「
今
一
つ
の
世

界
」
を
創
造
し
よ
う
と
試
み
た
が
、「
滑
稽
に
近
い
失
敗
の
作
物
」
に
終
わ
っ

た
と
記
し
て
い
る
。
理
想
を
描
こ
う
と
苦
心
し
、
失
敗
を
繰
り
返
す
乱
歩
の
様

子
と
、
芙
蓉
の
死
体
に
理
想
を
描
こ
う
と
し
、
し
か
し
破
滅
の
道
に
至
っ
て
し

ま
う
柾
木
の
様
子
と
は
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

乱
歩
作
品
で
は
、
こ
の
理
想
の
実
現
と
破
滅
と
い
う
物
語
は
繰
り
返
し
見
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
人
形
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
扱
っ
た
作
品
に
限
定
す
れ

ば
、
押
絵
の
娘
に
恋
を
し
て
同
じ
世
界
に
入
る
こ
と
に
成
功
し
た
主
人
公
が
苦

悶
の
表
情
を
浮
か
べ
る
結
末
を
迎
え
る
「
押
絵
と
旅
す
る
男
」、
ま
た
妻
を
愛

す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
人
形
を
愛
し
た
主
人
公
が
、
人
形
を
破
壊
さ
れ
る
と
同

時
に
命
を
落
と
す
「
人
で
な
し
の
恋
」
に
同
様
の
構
造
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
他
、「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」
や
「
鏡
地
獄
」
も
理
想
や
願
望
を
実
現
す
る
が
、

最
終
的
に
は
破
滅
を
迎
え
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
。

　

理
想
を
追
い
求
め
、
実
現
に
至
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
悲
惨
な
結
末
を
迎
え
て

し
ま
う
乱
歩
作
品
に
は
、「
今
一
つ
の
世
界
」
を
創
造
す
る
こ
と
を
試
み
な
が

ら
も
失
敗
を
繰
り
返
し
た
乱
歩
の
姿
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

理
想
の
幻
想
世
界
を
追
い
求
め
な
が
ら
作
品
を
作
り
続
け
た
乱
歩
は
、
自
作

の
失
敗
を
繰
り
返
す
こ
と
で
理
想
の
実
現
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
て
い
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た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
乱
歩
作
品
は
理
想
を
実
現
し
て
も
幸
福
に
は
終
わ

れ
な
い
。
一
度
手
に
入
れ
た
理
想
は
永
続
す
る
こ
と
は
な
く
、
一
瞬
の
輝
き
を

放
っ
て
潰
え
て
し
ま
う
。
乱
歩
作
品
の
主
人
公
の
多
く
が
悲
惨
な
結
末
を
辿
る

の
は
、
真
に
理
想
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
悟
っ
て
い
た
乱
歩
の
思

想
が
反
映
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
柾
木
が
腐
乱
し
た
死
体
と
共
に
死

を
迎
え
る
「
蟲
」
に
も
、
理
想
が
実
現
し
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
い
た
乱
歩
の
考

え
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。

三
　
「
蟲
」
に
お
い
て
「
隙
見
」
や
「
人
形
」
は
乱
歩
の
趣
味
が
色
濃
く
反
映
さ

れ
た
部
分
で
あ
り
、「
乱
歩
趣
味
」
を
表
し
た
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
二
つ
の
要
素
は
、
芙
蓉
と
池
内
の
情
交
を
盗
み
見
る
と
い
う
エ
ロ
テ
ィ
ッ

ク
な
描
写
や
、
腐
乱
し
て
い
く
死
体
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
描
写
と
密
接
に
関
わ
っ

て
い
る
。
乱
歩
作
品
に
お
い
て
頻
出
す
る
エ
ロ
・
グ
ロ
と
い
う
要
素
と
共
に
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

エ
ロ
・
グ
ロ
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
登
場
す
る
と
き
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
要
素
と
し
て
、「
ナ
ン
セ
ン
ス
」
が
あ
る
。「
蟲
」
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
は

丁
度
モ
ダ
ニ
ズ
ム
流
入
の
時
期
で
あ
り
、「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
流

行
の
時
期
で
あ
っ
た
。

　

先
行
研
究
に
て
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
乱
歩
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
論
じ
ら
れ
る
と
き
、
主
に
エ
ロ
・
グ
ロ
と
い
う
二
つ
の
要
素
に
焦
点
が
当

て
ら
れ
、
ナ
ン
セ
ン
ス
は
欠
落
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
恐
ら

く
、
乱
歩
の
自
評
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、『
江
戸
川
乱
歩
大
辞
典
』
の
「
エ

ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
の
項
で
も
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

基
本
的
に
は
、
エ
ロ
グ
ロ
ナ
ン
セ
ン
ス
の
中
で
エ
ロ
と
グ
ロ
、
あ
る
い

は
エ
ロ
グ
ロ
に
乱
歩
作
品
は
深
く
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ナ
ン
セ
ン

ス
と
は
深
い
関
係
は
な
か
っ
た
。
乱
歩
自
身
、
一
九
三
二
年
に
「
探
偵
小

説
十
年
」
で
二
、
三
年
前
を
回
顧
し
、
当
時
の
青
年
読
者
を
捉
え
て
い
た

「
明
る
い
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
対
照
さ
れ
る
自
分
の
作
品
の
特
質
を
「
時
代

お
く
れ
」
で
「
陰
気
」
と
嘲
的
に
形
容
し
て
い
た
。
ナ
ン
セ
ン
ス
の
欠
落

は
気
づ
か
れ
て
い
た
わ
け
だ
。
⑼

　

ま
た
、
紀
田
順
一
郎
や
鈴
木
貞
美
の
論
考
⑽

で
も
、
乱
歩
に
つ
い
て
は
エ
ロ

グ
ロ
を
中
心
に
語
ら
れ
、
ナ
ン
セ
ン
ス
の
要
素
に
つ
い
て
は
殆
ど
触
れ
ら
れ
な

い
。
や
は
り
乱
歩
作
品
に
は
ナ
ン
セ
ン
ス
の
要
素
は
殆
ど
含
ま
れ
な
い
と
い
う

解
釈
が
一
般
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
、
研
究
者
の
視
座
が
乱
歩
の
語
る
「
明
る
い
ナ
ン
セ
ン
ス
」

に
集
中
し
て
い
る
た
め
に
起
き
た
評
価
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

当
時
、
乱
歩
の
周
囲
は
ナ
ン
セ
ン
ス
の
風
潮
に
満
ち
て
い
た
。
こ
の
こ
と

は
、
横
溝
正
史
に
よ
っ
て
編
集
方
針
が
転
換
さ
れ
た
『
新
青
年
』
だ
け
で
は
な

く
、
乱
歩
と
も
関
わ
り
の
あ
る
関
西
の
雑
誌
『
猟
奇
』
の
内
容
か
ら
も
見
て
と

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
猟
奇
』
は
『
新
青
年
』
を
目
の
か
た
き
に
し
て
い
た
と
さ
れ
、
東
京
の
作

家
達
の
悪
口
を
片
っ
端
か
ら
載
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
⑾

が
、
昭
和
四
年
頃
に
は

『
新
青
年
』
に
見
ら
れ
る
の
と
同
様
の
ナ
ン
セ
ン
ス
の
作
品
が
多
く
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
昭
和
四
年
に
発
行
さ
れ
た
第
二
年
第
一
輯
で
は
「
ノ
ン
セ
ン
ス
・
ア

ア
ベ
ン
ト
」
と
い
う
特
集
に
て
五
篇
の
ナ
ン
セ
ン
ス
文
学
が
翻
訳
さ
れ
て
お

り
⑿

、『
猟
奇
』
の
出
版
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
と
語
っ
た
乱
歩
の
目
に
も
当
然
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触
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
東
京
の
雑
誌
だ
け
で
な
く
、
関
西
の
探
偵
雑
誌
に
ま

で
ナ
ン
セ
ン
ス
の
機
運
が
あ
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
す
れ
ば
、
乱
歩
は
ナ
ン

セ
ン
ス
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
は
ず
だ
。「
明
る
い
ナ
ン
セ
ン
ス
」
が

流
行
し
て
い
た
こ
の
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
「
蟲
」
に
、
ナ
ン
セ
ン
ス
と
関
係
す

る
点
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
は
、「
蟲
」
の
結
末
部
で
の
柾
木
の
描
写
に
着
目
す
る
。
結
末
部
で

は
、
柾
木
に
と
っ
て
理
想
の
姿
と
な
っ
た
芙
蓉
が
虫
に
蝕
ま
れ
、
破
滅
を
迎
え

る
姿
が
描
か
れ
た
。
こ
の
理
想
が
崩
壊
す
る
結
末
は
、
乱
歩
作
品
に
て
度
々
登

場
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
作
に
お
い
て
は
そ
の
様
子
が
徐
々
に
侵
食
す
る
よ

う
に
描
か
れ
、
主
人
公
が
そ
の
様
子
を
目
の
当
た
り
に
し
て
狂
乱
し
て
い
く
場

面
に
特
徴
が
あ
る
。

　

柾
木
が
理
想
の
芙
蓉
の
姿
を
作
り
上
げ
、
そ
の
姿
に
耽
溺
す
る
の
は
た
っ
た

三
日
の
間
で
あ
る
。
長
い
眠
り
か
ら
覚
め
た
柾
木
は
、
腐
敗
を
始
め
た
芙
蓉
の

死
体
を
前
に
「
最
後
」
を
悟
り
、
半
狂
乱
と
な
っ
て
無
意
味
な
行
動
を
繰
り
返

す
こ
と
に
な
る
。

柾
木
は
お
ど
か
さ
れ
た
幼
児
の
様
に
、
大
き
な
う
る
ん
だ
目
で
、
キ
ョ
ロ

キ
ョ
ロ
と
あ
た
り
を
見
廻
し
、
今
に
も
泣
き
出
し
相
に
、
キ
ュ
ッ
と
顔
を

し
か
め
た
。

　

暫
く
す
る
と
、
彼
は
突
然
何
か
思
出
し
た
様
子
で
、
ピ
ョ
コ
ン
と
立
上

る
と
、
せ
か
せ
か
本
棚
の
前
へ
行
っ
て
、
一
冊
の
古
ぼ
け
た
書
物
を
探
し

出
し
た
。（
略
）

　

彼
は
幾
度
も
同
じ
部
分
を
読
返
し
て
い
た
が
、
や
が
て
、
ポ
イ
と
そ
の

本
を
放
り
出
し
た
か
と
思
う
と
、
頭
の
う
し
ろ
を
コ
ツ
コ
ツ
と
叩
き
な
が

ら
、
空
目
を
し
て
、
何
事
か
胴
忘
れ
し
た
人
の
様
に
、「
な
ん
だ
っ
け
な

あ
、
な
ん
だ
っ
け
な
あ
、
な
ん
だ
っ
け
な
あ
」
と
呟
い
た
。
そ
し
て
何
を

思
っ
た
の
か
、
突
然
階
段
を
か
け
降
り
、
非
常
な
急
用
で
も
出
来
た
体

で
、
そ
そ
く
さ
と
玄
関
を
降
り
る
の
で
あ
っ
た
。

　

柾
木
は
「
幼
児
の
様
に
」
泣
き
そ
う
に
な
っ
た
り
、
木
乃
伊
に
関
す
る
書
物

を
手
に
取
っ
た
か
と
思
え
ば
投
げ
出
し
た
り
、
意
味
を
な
さ
な
い
言
葉
を
ぶ
つ

ぶ
つ
と
繰
り
返
し
た
り
す
る
。
こ
の
様
子
か
ら
は
、
柾
木
が
追
い
詰
め
ら
れ
狂

気
の
淵
へ
と
近
づ
い
て
い
く
過
程
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
時
に
ど

こ
か
可
笑
し
さ
を
も
感
じ
取
る
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
大
人
で
あ
る
は
ず
の
柾
木
を
「
幼
児
の
様
に
」
と
比
喩
し
、「
キ
ョ

ロ
キ
ョ
ロ
と
あ
た
り
を
見
廻
し
」
た
か
と
思
え
ば
「
キ
ュ
ッ
と
顔
を
し
か
め
」

る
。
そ
し
て
「
ピ
ョ
コ
ン
と
立
上
」
り
本
を
手
に
取
り
、
す
ぐ
に
「
ポ
イ
と
そ

の
本
を
放
り
出
し
」
て
し
ま
う
、
と
短
い
中
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
過
剰
に
用
い
な

が
ら
、
柾
木
の
行
動
が
次
々
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
様
子
を
描
い
て
い
る
。
無

意
味
な
行
動
を
ド
タ
バ
タ
と
重
ね
て
い
く
記
述
は
、
喜
劇
映
画
を
も
想
起
さ

せ
、
読
者
に
笑
い
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
後
、
柾
木
は
隅
田
堤
を
三
十
分
ほ
ど
歩
き
続
け
た
後
に
「
バ
ッ
タ
リ
」

倒
れ
、
土
の
上
で
「
非
常
に
叮
嚀
な
お
じ
ぎ
を
」
繰
り
返
す
。
気
の
狂
っ
た
柾

木
の
行
動
を
見
た
警
官
は
、
彼
が
罪
の
告
白
を
し
て
も
、
笑
う
ば
か
り
で
全
く

取
り
合
わ
な
い
。「
白
昼
夢
」
で
、
妻
の
殺
害
を
演
説
す
る
男
を
、
民
衆
が
笑
っ

て
取
り
合
わ
な
い
点
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
乱
歩
作
品
の
中
で
狂
気
と
笑

い
は
表
裏
一
体
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

柾
木
の
狂
気
じ
み
た
行
動
は
、
多
く
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
伴
っ
て
描
か
れ
る
こ

と
で
、
ど
こ
か
喜
劇
的
で
ば
か
げ
た
印
象
を
喚
起
さ
せ
る
。
死
体
が
徐
々
に
蝕

ま
れ
て
い
く
と
い
う
お
ぞ
ま
し
い
は
ず
の
場
面
に
、
こ
の
よ
う
な
対
極
と
も
い
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え
る
印
象
を
与
え
る
描
写
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
乱
歩
が
感
じ
て
い
た

「
明
る
い
ナ
ン
セ
ン
ス
」
の
流
行
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　

そ
も
そ
も
乱
歩
が
語
っ
て
い
た
「
明
る
い
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
は
何
か
。
例
え

ば
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
が
流
行
し
た
一
九
三
〇
年
代
の
ナ
ン
セ
ン

ス
に
つ
い
て
、
ミ
リ
ア
ム
・
シ
ル
バ
ー
バ
ー
グ
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い

る
。

　

私
は
、
た
ん
に
そ
れ
を
ス
ラ
ッ
プ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
の
魅
力
に

対
す
る
省
察
と
み
な
す
以
上
に
、
欧
米
の
習
俗
に
支
配
さ
れ
て
い
る
近
代

性
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
変
容
、
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
扱
う
、
政
治
的

な
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
・
ユ
ー
モ
ア
と
結
び
付
け
よ
う
。
⒀

　

つ
ま
り
、
シ
ル
バ
ー
バ
ー
グ
に
よ
れ
ば
、
当
時
流
行
し
て
い
た
ナ
ン
セ
ン
ス

は
、
ド
タ
バ
タ
劇
に
見
ら
れ
る
ス
ラ
ッ
プ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
の
要
素

を
前
提
と
し
な
が
ら
、
政
治
的
な
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
・
ユ
ー
モ
ア
の
要
素
を
も
含

む
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
「
蟲
」
に
お
い
て
は
、
先
述
し
た
柾
木
の
描
写
か
ら
前
者
の
要
素
は
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
る
。
半
狂
乱
に
な
り
な
が
ら
も
無
意
味
な
行
動
を
重
ね
る
様
子

に
は
、
ド
タ
バ
タ
と
し
た
喜
劇
的
要
素
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方

で
、
政
治
的
な
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
・
ユ
ー
モ
ア
の
要
素
は
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
、

単
な
る
ス
ラ
ッ
プ
・
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
コ
メ
デ
ィ
と
い
う
「
明
る
い
ナ
ン
セ
ン
ス
」

と
し
て
先
の
柾
木
の
描
写
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
乱
歩
は
、
政
治
的

な
ユ
ー
モ
ア
と
も
異
な
る
、
別
種
の
ナ
ン
セ
ン
ス
を
こ
の
作
品
で
描
い
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

柾
木
が
腐
敗
し
て
い
く
死
体
を
前
に
ど
た
ば
た
と
行
動
を
重
ね
る
様
子
は
、

決
し
て
明
る
く
は
な
い
が
笑
い
を
引
き
起
こ
す
描
写
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し

か
も
我
々
読
者
は
、
柾
木
の
行
動
に
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
同
情

を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

柾
木
は
、
芙
蓉
に
愛
憎
を
抱
く
過
程
で
二
つ
の
裏
切
り
に
直
面
し
て
い
る
。

一
つ
は
決
死
の
告
白
を
芙
蓉
に
嘲
笑
さ
れ
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
唯
一
の
友
人

で
あ
っ
た
池
内
に
す
ら
嘲
笑
を
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
愛
」
と
い

う
字
を
名
前
に
持
ち
、
誰
よ
り
も
愛
情
に
貪
婪
で
あ
っ
た
柾
木
が
、
周
囲
に
愛

情
を
向
け
ら
れ
な
い
ま
ま
破
滅
の
道
を
辿
る
と
い
う
道
筋
は
皮
肉
で
も
あ
る
。

柾
木
が
犯
罪
へ
至
っ
た
の
は
、
彼
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
気
質
も
関
係
し
て
い
る

が
、
同
時
に
、
感
情
を
掻
き
立
て
ら
れ
る
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
。
他
の

乱
歩
作
品
と
異
な
り
、「
蟲
」
で
は
、
読
者
が
同
情
を
抱
け
る
よ
う
に
柾
木
の

姿
が
細
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

乱
歩
は
政
治
に
対
す
る
ユ
ー
モ
ア
の
代
わ
り
に
、
読
者
の
共
感
を
駆
り
立
て

る
要
素
を
加
え
、
世
界
に
馴
染
め
な
い
男
の
滑
稽
な
最
期
を
演
出
し
た
。
読
者

に
笑
い
・
同
情
・
悲
哀
を
喚
起
さ
せ
、
そ
の
必
死
の
努
力
を
水
泡
に
帰
す
る

「
蟲
」
の
記
述
は
、
乱
歩
な
り
の
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

当
時
流
行
し
て
い
た
「
明
る
い
ナ
ン
セ
ン
ス
」
は
見
ら
れ
な
く
と
も
、
乱
歩
作

品
に
お
い
て
ナ
ン
セ
ン
ス
の
要
素
は
決
し
て
無
関
係
で
な
い
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
蟲
」
と
い
う
作
品
か
ら
乱
歩
作
品
に
頻
出
す
る
「
隙
見
」「
人

形
」
と
い
う
要
素
が
作
品
内
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
を
考
察
し

た
。
ま
た
、
当
時
の
流
行
と
の
関
わ
り
か
ら
、
こ
れ
ま
で
乱
歩
に
欠
落
し
て
い

る
と
さ
れ
て
き
た
要
素
を
「
蟲
」
に
見
い
だ
す
こ
と
を
試
み
た
。
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特
に
第
三
節
に
て
取
り
上
げ
た
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
」
は
乱
歩
作

品
を
語
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
で
あ
る
。「
蟲
」
に
お
い
て
も
、

芙
蓉
と
池
内
の
情
交
を
「
隙
見
」
す
る
場
面
を
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
に
描
き
、
芙
蓉

の
死
体
が
腐
乱
し
て
い
く
さ
ま
を
グ
ロ
テ
ス
ク
に
描
き
出
し
て
い
た
。
そ
し

て
、
欠
け
て
い
る
と
さ
れ
て
き
た
ナ
ン
セ
ン
ス
の
要
素
も
、
乱
歩
作
品
に
は
含

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

乱
歩
作
品
を
考
察
す
る
う
え
で
、
こ
の
三
つ
の
要
素
の
う
ち
エ
ロ
や
グ
ロ

に
関
し
て
は
「
隙
見
」
や
「
人
形
」、
ま
た
「
レ
ン
ズ
・
鏡
」
な
ど
の
乱
歩
趣

味
と
関
連
し
て
多
く
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ナ
ン
セ
ン
ス
に
関
し
て
は

「
蟲
」
だ
け
で
な
く
他
の
乱
歩
作
品
の
中
で
も
再
考
す
べ
き
要
素
で
あ
る
と
考

え
る
。
乱
歩
が
自
ら
書
き
残
し
て
い
る
「
明
る
い
ナ
ン
セ
ン
ス
」
が
な
く
と
も
、

乱
歩
が
独
自
に
描
き
出
す
ナ
ン
セ
ン
ス
は
、
他
作
品
に
も
見
ら
れ
る
可
能
性
が

な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
こ
れ
を
今
後
の
課
題
と
し
、
更
な
る
乱
歩
研
究
に

寄
与
し
て
い
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑴　

乱
歩
は
『
探
偵
小
説
四
十
年
』
で
「
闇
に
蠢
く
」
を
執
筆
し
た
際
の
こ
と
を

振
り
返
り
「
純
探
偵
小
説
よ
り
も
、
そ
う
い
う
怪
奇
濃
艶
の
小
説
の
方
が
歓
迎

さ
れ
る
こ
と
を
、（
略
）
十
二
分
に
意
識
し
て
い
た
」（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第

28
巻　

探
偵
小
説
四
十
年
（
上
）』
光
文
社
、
二
〇
〇
六
年
、
一
八
四
頁
）
と

述
懐
し
て
い
る
。

⑵　

浜
田
雄
介
「
江
戸
川
乱
歩
と
笑
い
：「
虫
」
か
ら
「
黄
金
仮
面
」
へ
」（『
成

蹊
國
文
』
第
四
十
五
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）

⑶　

以
下
、「
蟲
」
の
引
用
は
、『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
５
巻　

押
絵
と
旅
す
る
男
』

（
光
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）
に
拠
る
。

⑷　

穆
彦
姣
「
江
戸
川
乱
歩
『
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
論
：
郷
田
三
郎
の
人
物
造
形

を
巡
っ
て
」（『
日
本
文
藝
研
究
』
二
〇
一
七
年
三
月
）

⑸　

谷
川
渥
「
人
形
愛
」（『
太
陽
』
三
九
六
号
、
一
九
九
四
年
四
月
）

⑹　

江
戸
川
乱
歩
「
人
形
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
⑰
幻
影
の
城
主
』（
講
談
社
、
一

九
七
九
年
）

⑺　

澁
澤
龍
彦
『
澁
澤
龍
彦
全
集
12
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
九
四
年
）、
三
一

六
頁

⑻　

江
戸
川
乱
歩
「
今
一
つ
の
世
界
」『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
30
巻　

わ
が
夢
と

真
実
』（
光
文
社
、
二
〇
〇
五
年
）

⑼　

斎
藤
光
「
エ
ロ
グ
ロ
ナ
ン
セ
ン
ス
」（『
江
戸
川
乱
歩
大
辞
典
』、
勉
誠
出
版
、

二
〇
二
〇
年
）、
な
お
「
明
る
い
ナ
ン
セ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
は
前
掲
『
江
戸

川
乱
歩
全
集
第
28
巻　

探
偵
小
説
四
十
年
（
上
）』
の
三
九
六
頁
を
参
照
。

⑽　

紀
田
順
一
郎
「
都
市
の
闇
と
迷
宮
感
覚
：
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
時
代

と
江
戸
川
乱
歩
」、
鈴
木
貞
美
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
の
系
譜
」（
別
冊

太
陽
『
乱
歩
の
時
代　

昭
和
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
』
所
収
、
平
凡
社
、

一
九
九
五
年
）

⑾　

前
掲
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
28
巻　

探
偵
小
説
四
十
年
（
上
）』、
一
三
七
頁

⑿　

復
刻
版
『
猟
奇
』
第
二
巻
（
三
人
社
、
二
〇
一
三
年
）
を
参
照
。
そ
の
他
、

同
年
の
第
二
年
第
四
輯
に
は
乱
歩
が
「
明
る
い
モ
ダ
ン
主
義
」
に
上
げ
て
い
た

フ
ラ
ン
ス
式
コ
ン
ト
の
特
集
が
組
ま
れ
る
な
ど
、
モ
ダ
ン
主
義
の
流
入
の
様
子

が
見
ら
れ
る
。

⒀　

ミ
リ
ア
ム
・
シ
ル
バ
ー
バ
ー
グ
「
エ
ロ
・
グ
ロ
・
ナ
ン
セ
ン
ス
の
時
代
：
日

本
の
モ
ダ
ン
・
タ
イ
ム
ス
」（
小
森
陽
一
編
『
近
代
日
本
の
文
化
史
７　

総
力

戦
下
の
知
と
制
度
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
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付
記

　

本
稿
は
、
第
四
十
九
回
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会
（
二
〇
二
四
年

五
月
十
二
日
）
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
し
た
も
の
で
す
。
席
上
ご
教
示
た
ま

わ
っ
た
方
々
に
感
謝
い
た
し
ま
す
。

 

（
あ
か
し
・
み
き
）
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