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試

論

|

ー
「
「
悪
」

と
戦
う
」

-E
ゼ
ロ
年
代
と
並
行
世
界
作
品

二
O
一
O
年
、
第
三
十
三
回
三
島
由
紀
夫
賞
の
選
考
が
行
わ
れ
、
東
浩
紀
の
「
ク

オ
ン
タ
ム
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ
」
の
受
賞
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
の
年
の
夏
、
同
じ
く

三
島
賞
の
第
一
回
受
賞
者
で
あ
る
高
橋
源
一
郎
の
小
説
「
「
悪
」
と
戦
う
」
の
刊

行
を
記
念
し
て
、
こ
の
二
人
の
=
一
島
賞
作
家
に
よ
る
対
談
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
二

人
の
対
談
が
実
現
し
た
理
由
を
高
橋
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

高
橋

ま
ず
、
な
ん
で
今
回
の
対
談
相
手
と
し
て
東
さ
ん
に
来
て
い
た
だ
い

た
か
と
い
う
と
、
『
「
悪
」
と
戦
う
』
と
『
ク
オ
ン
タ
ム
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ
』

は
似
て
い
る
か
ら
で
す
。
ど
ち
ら
も
S
F
的
に
言
う
と
並
行
世
界
的
な
も
の

が
入
っ
て
い
て

し
か
も
家
族
小
説
で
す
よ
ね
。
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高
橋
の
言
う
よ
う
に
二
つ
の
小
説
は
た
し
か
に
〈
似
て
い
る
〉
。
「
ク
オ
ン
タ
ム

-
フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ
」
は
、
主
人
公
・
葦
船
往
人
と
そ
の
家
族
が
並
行
世
界
を
巡
り

一
方
の
「
「
悪
」
と
戦
う
」
は
、

な
が
ら
家
族
の
関
係
を
取
り
戻
し
て
い
く
小
説
、

高
橋
自
身
を
初
練
と
さ
せ
る
〈
わ
た
し
〉

の
息
子
ラ
ン
ち
ゃ
ん
が
い
く
つ
も
の
世

界
と
設
定
の
中
で
異
な
っ
た
生
を
経
験
し
た
後
、

再
び

(
わ
た
し
〉

の
元
へ
帰
つ

て
く
る
と
い
う
小
説
で
あ
る
。
高
橋
は
こ
の
一
致
に
つ
い
て

〈
「
こ
う
い
う
こ
と

大

西

BH 

刀ぇ

を
考
え
て
い
る
の
は
僕
だ
け
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
っ
て
い
た
か
ら
〉
〈
び
つ

と
述
べ
る
が
、
た
だ
そ
れ
は
単
に
偶
然
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
安
藤
礼
一
}
一
が
可
能
世
界
と
い
う
主
題
で
こ
の
二
作
を
結
び
付
け
論
じ
て
い

く
り
し
た
〉

る
よ
う
に
、

そ
こ
に
二
人
の
作
家
の
問
題
意
識
の
共
鳴
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
だ

ろ
う
。
だ
が
、
む
し
ろ
そ
れ
は
高
橋
と
束
の
間
の
み
に
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
ゼ
ロ
年
代
の
メ
デ
ィ
ア
作
品
に
通
底
す
る
問
題
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
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そ
も
そ
も
「
こ
の
現
実
と
は
別
の
現
実
が
存
在
す
る
」
と
い
う
並
行
世
界
の
概
念

は、

S
F
の
世
界
で
は
す
で
に
古
典
的
な
題
材
だ
が
、
ゼ
ロ
年
代
と
呼
ば
れ
る
こ

0
0
0年
代
と
そ
の
周
辺
時
期
に
発
表
さ
れ
た
、

日
本
の
様
々
な
メ
デ
ィ
ア
作
品

に
は
そ
の
並
行
世
界
を
扱
っ
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
例
と
し
て
そ
の
い
く
つ
か

を
挙
げ
る
と
、

小
説
で
は
米
津
穂
信
「
ボ
ト
ル
ネ
ッ
ク
」
(
二

O
O六
年
)
森
見
登

美
彦
「
四
畳
半
神
話
大
系
」
(
二

O
O
八
年

7

ン
ガ
で
は
鬼
頭
莫
宏
「
ぼ
く
ら

の
」
(
二
O
O四
1
二
O
O九
年
)
荒
木
飛
呂
彦
「
ス
テ
ィ

l
ル
・
ボ

l
ル
・
ラ
ン
」

(二

O
O
四
1
二
O
一
一
年
)
、
特
撮
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
も
ニ

O
O九
年
に
放
送
さ

才も

た

「
仮
面
ラ
イ
ダ

l
デ
ィ
ケ
イ
ド
」
が
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
も
並
行
世
界
を
扱

っ
た
作
品
は
多
数
存
在
す
る
が
、
傾
向
的
に
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
の
親
和
性
が
高

い
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
高
橋
が
並
行
世
界
作
品
を
書
い
た
こ
と

に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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「
「
悪
」
と
戦
う
」
し
乙
〈
似
て
い
る
〉
と
い
わ
れ
る
「
ク
オ
ン
タ
ム
・
フ
ア
ミ

リ
l
ズ
」
が
、
並
行
世
界
を
テ

1
7
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
作
者
で
あ
る
東
浩
紀

と
い
う
批
評
家
/
作
家
の
文
脈
に
照
ら
せ
ば
、

そ
の
必
然
性
が
比
較
的
容
易
に
理

解
で
き
る
。

一
九
九
三
年
に
二
十
二
才
で
批
評
家
デ
ビ
ュ
ー
し
た
東
は
、
『
存
在

論
的
、
郵
便
的
』
(
新
潮
社
、

一
九
九
八
年
一

O
月
)
で
注
目
を
集
め
た
後
、
次
第
に

仕
事
の
主
領
域
を
サ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
批
評
の
方
面
へ
移
し
、
二

O
O
七
年
に
新
書

と
し
て
刊
行
し
た
『
ゲ
l
ム
的
日
プ
リ
ズ
ム
の
誕
生

ン
2
』
(
講
談
社
、

三
O
O
七
年
三
月
)

動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ

で
は
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
や
パ
ソ
コ
ン
の
ノ

ベ
ル
ゲ
l
ム
の
作
品
分
析
が
行
わ
れ
、

そ
の
中
で
舞
城
王
太
郎
『
九
十
九
十
九
』

(
講
談
社
、
ニ
O
O
三
年
四
月
)
が
分
析
対
象
と
し
て
採
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
東

は
こ
の
作
品
に
〈
オ
タ
ク
的
な
領
域
か
ら
引
き
出
し
て
き
た

「
ゲ
!
ム
的
」
な
感

覚
、
す
な
わ
ち
、
物
語
は
こ
う
も
展
開
し
え
た
し
あ
あ
も
展
開
し
え
た
、
と
い
う

メ
タ
物
語
的
な
想
像
力
の
存
在
〉
を
指
摘
し
、
一
一

0
0
0年
代
の
日
本
文
学
を
象

徴
す
る
小
説
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

そ
ん
な
東
が
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
家
の

桜
坂
洋
と
共
作
と
い
う
か
た
ち
で
発
表
し
た

「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
ズ
」
(
『
新
潮
』
二

0
0七
年
一

O
月
)
は
、
「
九
十
九
十
九
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
複
雑
な
メ
タ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
構
造
を
備
え
た
、
批
評
と
も
小
説
と
も
つ
か
な
い
作
品
だ
っ
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
東
単
独
と
し
て
は
初
の
小
説
「
ク
オ
ン

タ
ム
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
ズ
」
が
並
行
世
界
と
い
う
複
雑
な
次
元
構
造
を
作
品
の
テ
l

7

に
据
え
た
こ
と
は
、
東
自
身
が
そ
れ
ま
で
の
批
評
活
動
の
中
で
指
摘
し
て
き
た

こ
と
の
結
実
と
受
け
止
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
一

0
0
0年
前
後
に
発
表
さ
れ

た
ゲ
ー
ム
性
を
備
え
た
メ
デ
ィ
ア
作
品
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
多
重
構
造
作

品
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
へ
の
関
心
か
ら
出
発
し
た
東
は
、
自
身
の
小
説
で
は

そ
の
審
級
の
多
重
構
造
と
い
う
設
定
を
最
初
か
ら
物
語
内
容
に
取
り
入
れ
、
複
数

化
し
た
可
能
世
界
を
描
く
S

F
小
説
を
書
き
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
ク

オ
ン
タ
ム
・
フ
ァ
ミ
リ
〆
l
ズ」

の
並
行
世
界
は
、
自
ら
ゼ
ロ
年
代
の
文
学
表
現
を

体
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
描
か
れ
た
表
現
だ
っ
た
と
い
え
る
。

で
は
、
高
橋
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
安
藤
礼
二
は
、

さ
れ
た
高
橋
の
王
年
越
し
の
長
編
小
説
「
ゴ
ー
ス
ト
パ
ス
タ
l
ズ

一
九
九
七
年
に
刊
行

冒
険
小
説
」

が
、
難
航
す
る
執
筆
過
程
の

〈
結
呆
と
し
て
、
時
間
と
空
間
の
一
元
的
な
秩
序
を

乗
り
越
え
た
、
重
層
的
で
多
元
的
な
可
能
世
界
を
舞
台
と
し
た
物
語
と
し
て
ひ
と

ま
ず
は
完
成
し
た
〉

と
分
析
し
て
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」
を
「
ゴ
ー
ス
ト
パ
ス
タ
l

ズ
」
を
継
承
す
る
小
説
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
安
藤
の
指
摘
の
中
で
注

目
し
た
い
の
は
、
「
ゴ
ー
ス
ト
バ
ス
タ
l
ズ
」
が

〈
結
果
と
し
て
〉
〈
可
能
世
界
を

舞
台
と
し
た
物
語
〉

と
な
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
高
橋
の
小
説
は
、
雑
誌
連
載

時
と
単
行
本
で
大
き
く
姿
を
変
え
る
作
品
が
少
な
く
な
い
。
「
「
悪
」
と
戦
う
」
も
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ま
た
『
文
墾
』
で

「
動
物
の
謝
肉
祭
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
連
載
さ
れ
て
い
た
際

と
は
、
大
き
く
姿
を
変
え
て
い
る
。
「
「
悪
」
と
戦
う
」

の
並
行
世
界
と
い
う
主
題

は
、
こ
の
単
行
本
化
に
伴
う
大
幅
な
改
稿
の
中
で

て
い
っ
た
意
匠
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
の
改
稿
過
程
を
参
考

〈
結
果
と
し
て
〉
明
確
に
な
っ

に
し
な
が
ら
コ
悪
」
と
戦
う
」

に
お
け
る
並
行
世
界
表
現
の
基
底
に
あ
る
も
の

を
検
証
す
る
。

2
検
証
・
『
『
悪
」
と
戦
う
」

の
並
行
世
界

「
「
悪
」
と
戦
う
」
に
お
い
て
高
橋
自
身
も
言
及
す
る
〈
並
行
世
界
的
な
も
の
〉

が
、
物
語
の
中
核
を
な
す
重
要
な
テ

1
7
で
あ
る
こ
と
は
作
品
を
一
読
し
た
だ
け

で
も
容
易
に
読
み
取
れ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
れ
は
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
の
語
り
手
の
〈
わ

た
し
〉

に
よ
る
次
の
よ
う
な
語
り
に
も
如
実
に
表
れ
て
い
る
。



不
意
に
、
わ
た
し
は
、
世
界
は
一
つ
で
は
な
く
、
た
く
さ
ん

い
や
、
無

数
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ど
の
「
世
界
」
に
も
、

わ
た
し
に
似
た
「
わ
た
し
」
や
、
ラ
ン
ち
ゃ
ん
に
似
た

「
-
フ
ン
ち
ゃ
ん
」
や

キ
イ
ち
ゃ
ん
に
似
た
「
キ
イ
ち
ゃ
ん
」
、
さ
ら
に
は
ミ
ア
ち
ゃ
ん
に
似
た
「
ミ

ア
ち
ゃ
ん
」
が
い
て
、
他
の

「
世
界
」

の
こ
と
を
知
ら
ず
に
生
き
て
い
る
の

だ
と
。

そ
れ
ぞ
れ
の

で
、
な
に
か
と
戦
つ

「
世
界
」

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
。

て
い
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
う
し
な
け
れ
ば
、
そ
の

の
誰
か
が

「
世
界
」

戦
い
を
や
め
れ
ば
、
す
べ
て
の

「
世
界
」
が

い
や
世
界
そ
の
も
の
が
滅
び

去
っ
て
し
ま
う
か
ら
。
あ
あ
、
わ
た
し
は
自
分
の
思
い
つ
き
に
興
奮
し
て
い

ま
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の

「
世
界
」

の
住
人
は
、
他
の

「
世
界
」

の
住
人
の
こ

と
を
知
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、

「
世
界
」

は
、
他
の

「
世
界
」
に
よ

Jコ
の

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

お
互
い
の

世
界
」
に
よ
っ
て
、
支
え
合
っ

て
い
る
の
だ
。
け
れ
ど
、

そ
の
こ
と
は
絶
対
に
証
明
で
き
な
い
の
で
す
。

か
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
夢
想
で
す
。
年
が
ら
年
中
、
あ
り
も
し
な
い
こ

と
ば
か
り
書
い
て
い
る
の
で
、

わ
た
し
の
頭
は
少
々
、
イ
カ
レ
始
め
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
、
絶
対
に
証
明
で
き
な
い
け
れ
ど
、
あ
る
ん
だ
。
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あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
あ
っ
た
っ
て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
。

み
ん
な
が
み
ん

な
、
な
い
と
い
っ
て
も
、
わ
た
し
だ
け
は
、
あ
る
と
い
い
た
い
。
い
え

る
か
な
。
わ
た
し
、
気
が
弱
い
し
。
興
奮
は
je--
す
く
終
わ
り
ま
し
た
。

つ
も
の
こ
と
で
す
。
次
の
瞬
間
、
わ
た
し
は
、
も
う
別
の
こ
と
を
考
え
て
い

ま
し
た
。

(
傍
線
、
論
者
)

し
か
し
、
改
め
て
疑
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」

に
表
現
さ
れ

た
並
行
世
界
が
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
作
中
に
実
現
さ
れ
て
い

「
「
悪
」
と
戦
う
」

の
並
行
世
界
を
〈
無

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
安
藤
は

限
の
可
能
性
を
も
っ
た
世
界
が
無
数
に
存
在
し
、
無
数
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
か
け
が
え
の
な
い
世
界
の
一
回
性
を
生
き
、
世
界
そ
の
も
の
の
調
和

を
形
成
す
る
〉
も
の
と
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
に
照
応
さ
せ
て

、
ー
〉
。
"
こ
ま

し

主

主

力

コ
悪

と
戦
う
」

は
、
自
分
に
よ
く
似
た
別
の
自
分

は
た
し
て

が
生
き
る
世
界
が
ど
こ
か
に
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
並
行
世
界
観
を
本
当
に

表
現
し
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
「
悪
」
と
戦
う
」
は
、
〈
わ
た
し
〉
た
ち
親
子
と
顔
に
障
害
の
あ
る
ミ
ア
ち
ゃ

ん
と
い
う
女
の
子
と
そ
の
母
親
と
の
出
会
い
を
描
い
た
現
実
世
界
の
出
来
事
に
複

数
の
並
行
世
界
で
の
出
来
事
を
挟
み
込
む
よ
う
に
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

は
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
間
に

(
1
)
L
(
日
)

ー
よ

nhυ 

の
各
章
が
置
か
れ
る
と

い
う
章
形
式
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

(
3
)
1
(
6
)
が
「
悪
」

わ

を
め
ぐ
る
並
行
世
界
で
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の
パ

1
ト
に
関
し
て
は
視
点
人
物
が

〈
わ
た
し
〉

の
息
子
ラ
ン
ち
ゃ
ん
に
担
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
プ
ロ
ロ

i

グ
・

(
1
)
・
(
2
)
・
エ
ピ
ロ
ー
グ
は

に
よ
っ
て
語
ら
れ
、

そ
の
内
容

〈
わ
た
し
〉

子も
供東
のと
言の
葉対
の談
発で
達高
の橋
聞が
題今
やノ

ロ
顔
山口

E ; 
の品
中びz第

五号
ヨ!こ描zか

れ
含込て

そい
る

lま τ
ぽ ι

九は

十
パ
ー
セ
ン
ト
は
事
実
で
す
〉
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
私
小
説
の
よ

し、

う
に
も
受
け
取
れ
る
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ン
ち
ゃ
ん
を
主
人
公
と
し
た
パ
ー
ト
は
、

目
覚
め
る
と
十

=
一
、
四
歳
く
ら
い
の
言
葉
と
肉
体
を
与
え
ら
れ
て
い
た
ラ
ン
ち
ゃ
ん
の
前
に
、

て7

ホ
さ
ん
と
い
う
謎
の
女
の
子
が
突
然
現
れ

〈
世
界
が
壊
れ
る
〉

の
を
防
ぐ
た
め

〈
「
悪
」
と
戦
う
〉

必
要
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
「
ラ
ン
ち
ゃ
ん

K
U
M
O
に
乗
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る
」
と
い
う
副
題
を
付
さ
れ
た

(
3
)

そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
世
界
観

に
始
ま
り
、

で
異
な
っ
た
容
姿
と
性
格
を
持
っ
た

「
ミ
ア
ち
ゃ
ん

の
い
る
並
行
世
界
を
一
フ
ン

ち
ゃ
ん
が
経
験
す
る

(
4
)
1
(
6
)
が
続
く
。
先
に
掲
げ
た

〈
わ
た
し
〉

の
言

薬
に
拠
れ
ば

(
4
)
i
{
6
)
 で
描
か
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
並
行
世
界
の

「-フン

ち
ゃ
ん
」
た
ち
は
、
〈
他
の

「
世
界

の
住
人
の
こ
と
を
知
ら
な
い
〉
ま
ま
、
〈
お

互
い
の

「
世
界
」
に
よ
っ
て
、
支
え
合
っ
て
い
る
〉
こ
と
に
な
る
。
こ
の
個
別
の

各
世
界
に
そ
れ
ぞ
れ
「
ラ
ン
ち
ゃ
ん
」
や
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
が
生
き
て
い
る
と
い

う
設
定
が
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」
に
お
け
る
並
行
世
界
観
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
、
「
動
物
の
謝
肉
祭
」
と
し
て
連
載
さ
れ
て
い
た
時
点
で
は
、

そ
の
世
界

観
は
現
行
の

「
「
悪
」
と
戦
う
」
と
は
幾
分
異
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
『
文
義
』
で

の
連
載
時
に
は
そ
も
そ
も
〈
わ
た
し
〉
に
よ
る
並
行
世
界
へ
の
言
及
は
無
く
、
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は

み
ん
な
、
戦
っ
て
い
る
の
だ

と
わ
た
し
は
思
い
ま
し

た
。
突
然
、

そ
ん
な
気
が
し
た
の
で
す
。
ミ
ア
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
も
ミ
ア

ち
ゃ
ん
も
、
ラ
ン
ち
ゃ
ん
も
キ
イ
ち
ゃ
ん
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
た
ち
は
み
ん
な
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
。
わ
た
し
は
、
自
分
の
こ
の
考
え
に
、
ち
ょ
っ
と
興
奮

ほ
ん
の
少
し
の
聞
の
こ
と
で
し
た
。
次
の
瞬

し
ま
し
た
。

そ
れ
は
、

で
も
、

問
、
わ
た
し
は
、
も
う
別
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
し
た
。
(
傍
線
、
論
者
)

(
「
動
物
の
謝
肉
祭
・
最
終
回

「
悪
」
と
戦
う
⑥
」
)

傍
線
部
の
完
全
一
致
か
ら
「
動
物
の
謝
肉
祭
・
最
終
回
」
の
こ
の
箇
所
が
「
「
悪
」

と
戦
ヨ
フ
」

の
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
お
け
る

〈
わ
た
し

の
並
行
世
界
へ
の
言
及
に
改
稿

さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
改
稿
前
の
段
階
で
は
並
行
世
界
へ

の
志
向
は
そ
れ
ほ
と
強
く
窺
わ
れ
な
い
。

た
し
か
に
「
「
悪
」
と
戦
う
」

に
描
か

れ
る
並
行
世
界
は
、
登
場
人
物
の
名
前
以
外
に
共
通
す
る
部
分
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

「
も
う
一
人
の
自
分
」
と
い
う
印
象
は
あ
ま
り
受
け
な
い
。
む
し
ろ

(
4
)
1
(
日
)

を
そ
れ
ぞ
れ
単
独
の
短
篇
と
し
て
読
め
る
ぐ
ら
い
に
、

そ
れ
ぞ
れ
か
け
離
れ
た
内

容
に
な
っ
て
い
る
。
実
際
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」

4 

の
初
期
稿
に
相
当
す
る

の

「
動
物
の
謝
肉
祭
・
第
十
回
」

で
は
、
語
り
手
の

〈
お
れ
〉

に
ア
ラ
キ
ク
イ
チ
と

い
う
名
が
与
え
ら
れ
、

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
か
ら
イ
ジ
メ
を
受
け
る
女
の
子
は
ア
リ
ス

と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
定
稿
で
は

に
名
称
が
変
更
さ
れ
て
い
る
。
「
「
耳
目
」
と
戦
う
」
の
並
行
世
界
は
、

(
4
)
1
(
日
)

「
ラ
ン
ち
ゃ
ん
」
と
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」

の
各
章
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

「
ラ
ン
ち
ゃ
ん
」
と

「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
が
登
場
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
登
場
人
物
の
名
前
が
一
致
し
な
く

て
は
並
行
世
界
と
い
う
設
定
が
成
立
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
「
動
物
の
謝
肉

-62ー

祭
・
第
十
回
」

の
時
点
で
は
ま
だ
作
品
に
並
行
世
界
と
い
う
テ

1
7
は
与
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

つ
ま
り
、
並
行
世
界
と
い
う
設
定
は
「
「
悪
」

制と
作戦
段う

監の
L安
易イT

h 本
をイじ
描刀:

く少
」 介

会{
ES 
;華
全溢
に で
し、 主首

ち天
りさ
で仇

は t，，-
'j:も
どの

EZ 
P り
い 、

か
る
。
な
ら
ば

こ
の
作
品
で
企
図
さ
れ
た
こ
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。

3
.

あ
か
ん
ぼ
う
み
た
い
に
ま
ね
る
こ
と

「
「
悪
」
と
戦
う
」
を
読
ん
で
い
て
気
に
か
か
る
の
は
、

そ
こ
に
描
か
れ
た
、

他
者
の
生
を
経
験
し
な
が
ら
、
異
な
っ
た
=
一
つ
の
世
界
を
巡
る
ラ
ン
ち
ゃ
ん
の
物

語
が
、
舞
城
王
太
郎
の
「
阿
修
羅
ガ
ー
ル
」
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

(
6
)

の
最
後
で
ラ
ン
ち
ゃ
ん
の

ラ
ン
ち
ゃ
ん
が
、
急
性
脳
炎
で

悪
」
と
の
戦
い
は

F
I
C
U
に
運
び
こ
ま
れ
〉
意
識
不
明
に
陥
っ
て
い
た
十
日
間
の
こ
と
だ
っ
た
こ



と
が
明
か
さ
れ
る
が

阿
修
羅
ガ

l
ル」

で
も
主
人
公
の
ア
イ
コ
は
昏
睡
状
態

の
中
、
「
崖
」
「
森
」
「
グ
ル
グ
ル
魔
神
」
と
い
う
三
つ
の
章
で
現
実
と
は
具
な
っ

た
世
界
を
経
験
し
て
意
識
を
取
り
戻
す
。
「
「
悪
」

と
戦
う
」

の
作
中
作
パ
ト
と

「
阿
修
羅
ガ
ー
ル
」
は
、
物
語
構
造
の
レ
ベ
ル
で
は
か
な
り
よ
く
似
て
い
る
。

舞
城
王
太
郎
は
二

O
O
一
年
に
「
煙
か
士
か
食
い
物
」

で
第
十
九
回
メ
ア
イ
ス

ト
賞
を
受
賞
し
、
ミ
ス
テ
リ
ー
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。

メ
デ
ィ
ア
へ
の
露

出
を
根
端
仁
避
け
る
た
め
、
覆
面
作
家
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
複
数
の
ベ

ン
ネ
l
ム
を
使
い
分
け
創
作
活
動
を
行
う
な
ど
、
そ
の
立
ち
居
振
る
舞
い
自
体
が

す
で
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
企
み
に
満
ち
た
作
家
で
あ
る
。

そ
ん
な
舞
城
が

二
O
O
三
年
に
第
十
六
回
三
島
由
紀
夫
賞
を
受
賞
し
た
作
品
が
件
の

「
阿
修
羅
ガ

ノレ
」

で
あ
る
。
奇
し
く
も
高
橋
が

「
優
雅
で
感
傷
的
な
日
本
野
球
」

で
第
一
回

自
の
受
賞
者
と
な
っ
た
文
学
賞
を
舞
城
が
授
賞
し
て
い
る
こ
と
も
こ
の
一
一
人
の
因

縁
を
感
じ
さ
せ
る
。

そ
ん
な
舞
城
の

阿
修
羅
ガ
ー
ル
」
ー
と
高
橋
の

「
「
悪
」
と
戦
う
」
に
類
似
す

る
点
は
、
他
に
も
挙
げ
ら
れ
る
。
三
島
賞
の
選
考
で
「
阿
修
羅
ガ
l
ル」

は
部
分

的
に
大
き
な
活
字
を
混
ぜ
て
書
く
と
い
う
方
法
に
否
定
的
・
懐
疑
的
な
意
見
が
寄

せ
ら
れ
た
が
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」
で
も
こ
れ
が
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

高橋源一郎とゼロ年代の小説

そ
し
て
、
舞
城
作
品
の
代
名
詞
と
も
い
う
べ
き
過
剰
な
ま
で
の
鏡
舌
体
が
「
「
悪
」

と
戦
う
」
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
こ
の
二
作
を
似
さ
せ
て
見
せ
る
。

比
較
の
た
め
に
両
作
の
暴
力
場
面
を
抜
き
出
し
て
み
る
。

私
の
蹴
り
上
げ
た
右
足
が
マ
キ
の
左
足
の
太
も
も
を
横
か
ら
パ
チ
ー
ン
?
と

H
:。

日
〈

そ
の
手
応
え
つ
つ

l
か
足
応
え
で
私
は
決
め
た
。
と
り
あ
え
ず
7

キ

を
潰
す
。
私
の
素
早
い
応
戦
に
も
マ
キ
が
怯
ん
だ
様
子
は
ち
っ
と
も
な
か
っ

た
が
、
剣
道
と
テ
ニ
ス
で
鍛
え
た
私
の
ム
チ
ム
チ
の
右
足
の
ス
ー
パ
ー
キ
ツ

ク
が
わ
り
と
効
い
た
ら
し
く
て

「
い
っ
て
!
な
こ
の
ピ
ッ
チ

1
」
と
か
言
つ

て
足
を
さ
す
っ
て
て
、
私
は
す
か
さ
ず
「
う
っ
せ
!
な
お
め
l
に
何
の
関
係

が
あ
ん
だ
よ
1

」
と
言
い
な
が
ら
私
は
7

キ
の
頭
を
上
か
ら
ぐ
い
と
押
さ
え

込
ん
で
体
重
乗
せ
て
屈
ま
せ
て
そ
こ
に
右
の
膝
を
思
い
切
り
上
げ
て
う
つ
ぶ

せ
た
マ
キ
の
顔
に
ガ
ツ
ン
ー
と
当
て
た
。
さ
ら
に
強
い
手
応
え
:
っ
て
言
う

か
足
応
え
あ
り
。
こ
の
ニ

l
キ
ッ
ク
の
や
り
方
は
お
兄
ち
ゃ
ん
か
ら
教
え
て

も
ら
っ
た
の
だ
。
複
数
の
敵
に
固
ま
れ
た
と
き
の
喧
嘩
の
仕
方
も
。

番
強

そ
う
な
の
を
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
段
れ
っ
て
お
凡
ち
ゃ
ん
は
言
っ
て
た
。

だ
か
ら
私
は
マ
キ
を
狙
っ
た
し
7

キ
に
は
容
赦
し
な
か
っ
た
。
私
は
7

キ
の

後
頭
部
の
髪
を
引
っ
つ
か
ん
で
押
さ
え
込
ん
だ
ま
ま
膝
を
ガ
ン
ガ
ン
蹴
り
上

げ
て
7

キ
の
結
構
締
麗
な
顔
に
ぶ
ち
当
て
た
。
「
ゃ
っ

63ー

ち
ょ
っ

や
め
て

よ
1

痛
い
痛
い
1

痛
い
っ
て
ば
1

痛
い
っ
て
ば
カ
ツ
ラ
I

痛
い
っ
て
f

痛
い

っ
て
ー
も
う
I

カ
ツ
ラ
I

」
ト
イ
レ
の
タ
イ
ル
に
赤
い
も
の
が
落
ち
て
ど
う

や
ら
7

キ
が
鼻
血
を
出
し
て
い
る
こ
と
も
何
と
な
く
判
っ
た
け
ど
、
私
は
膝

蹴
り
を
や
め
な
か
っ
た
。

(
「
阿
修
羅
ガ
ル
」
)

特
徴
は
擬
音
の
多
様
や
登
場
人
物
の
台
詞
が
改
行
な
し
で
地
の
文
の
中
に
取
り

込
ま
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
だ
が
、
最
も
印
象
的
な
の
は
そ
の
語
り
の
息
の
長
さ
だ

ろ
う
。
こ
の
引
用
箇
所
に
し
て
も
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
体
を
抜
き
出
す
に
は
長
す
ぎ
る

た
め
、

こ
こ
に
挙
げ
た
よ
う
な
特
徴
が

そ
の
前
後
を
適
宜
省
略
し
て
い
る
。
今
、

か
ら
の
引
用
に
も
表
れ
て
い
る
。

次
の
「
「
悪
」

と
戦
う
」

ミ
ア
ち
ゃ
ん
の
部
屋
は
い
い
匂
い
が
し
て
な
に
も
か
も
が
ピ
ン
ク
っ
ぽ
く
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て
、
ピ
ン
ク
の
霞
が
か
か
っ
て
る
み
た
い
、
と
思
っ
て
い
る
と
、
ミ
ア
ち
ゃ

ん
が
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
近
づ
い
て
来
て
、
こ
の
タ
コ
1

な
に
ぼ
ん
や
り

し
て
ん
だ
よ
、

一
ヤ
つ
い
て
ん
じ
ゃ
ね
え
よ
、
気
味
悪
い
じ
ゃ
ね
え
か
f

っ
て
い
き
な
り
、
ぼ
く
の
頭
に
、
ミ
ア
ち
ゃ
ん
の
完
墜
に
美
し
い
脚
か
ら
キ

ツ
ク
が
く
り
出
さ
れ
る
。
え
つ
つ

h

え
つ
つ
。

軽
い
脳
震
塗
を
起

通
え
つ
つ
-

こ
し
た
ぼ
く
が
、

ふ
ら
つ
き
な
が
ら
立
ち
上
が
る
と
、
今
度
は
顔
の
真
っ

E

面
か
ら
飛
ん
で
来
た
、
強
烈
な
ニ

l
キ
ッ
ク
が
唇
の
あ
た
り
に
命
中
す
る
。

ガ
ジ
ッ
、

と
い
う
か
、
グ
キ
ュ
ッ
、

と
い
う
か
そ
ん
な
音
が
し
て
、
ど
う
や

ら
歯
が
一
本
か
一
一
本
折
れ
た
み
た
い
で
、

目
ま
い
も
す
る
し
、
切
れ
た
唇
だ

け
じ
ゃ
な
く
口
の
中
か
ら
も
血
が
溢
れ
て
来
て
、

で
も
、
ぼ
く
の
血
な
ん
か

で
ミ
ア
ち
ゃ
ん
の
部
屋
を
汚
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
、

と
思
っ
て
、
慌
て
て

ハ
ン
カ
チ
を
出
し
た
ら

ス
ト
7

ッ
ク
に
強
烈
な
パ
ン
チ
が
打
ち
こ
ま
れ

ぼ
く
は
、
声
も
出
さ
ず
に
倒
れ
る
。

こ
ち
ら
の
引
用
か
ら
は
会
話
文
を
示
す
「

」
が
消
え
て
お
り
、
さ
ら
に
地
の

文
と
会
話
と
の
融
合
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
文
章
に
対
し
「
ド
ラ
イ

ブ
が
利
い
て
い
る
」
と
感
じ
る
か
、
「
締
ま
り
が
な
く
ダ
ラ
ダ
ラ
し
て
い
る
」
と

感
じ
る
か
は
、
読
者
の
好
み
や
読
書
経
験
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
少

な
く
と
も
高
橋
は
こ
う
し
た
舞
城
の
文
章
に
文
学
的
な
意
義
を
み
い
だ
し
て
い

る
。
二

O
O六
年
の
一
年
間
、
『
日
本
経
済
新
聞
』
木
曜
夕
刊
の
文
化
面
に
著
者

しを
た【リ
回旦レ

で l
舞 す
城る
にか
った
い ち
てで
次連
の軸
よさ
つ れ
I~ た
辺白

ベ T

ら同
れ 講
て座
ι、」ー
る、
。そ

の
中
の
高
橋
治三

担
当

舞
域
王
太
郎
の
出
世
作
『
阿
修
羅
ガ
ー
ル
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
は
、
現
代
の
女

子
高
生
、

ア
イ
コ
。

し、

や

ア
イ
コ
で
は
な
く
、
「
う
っ
せ
!
な

ほ
ん
と
う
の
ヒ
ロ
イ
ン
は

お
め
l
に
何
の
関
係
が
あ
ん
だ
よ
!
」
と
か

「
そ
れ
は
か
な
り
言
い
か
ね
な

い
気
が
す
る
じ
ゃ

1
ん
f

」
と
か
「
そ
り
ゃ
や
ば
い
。
や
ば
す
ぎ
る
で
し
ょ
」

と
カ〉

「
や
ベ

l
泣
き
そ
う
だ
」
と
か
?
な
ん
か
良
さ
げ

1
」
と
い
う
、

ア
イ

コ
の
し
ゃ
べ
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。〔

中
略
〕

彼
は
(
彼
ら
は
)
、

日
本
語
が
危
機
に
陥
る
時
、
現
れ
る
。

日
本
語
が
、

使
用
過
多
で
擦
り
切
れ
、
疲
労
困
懲
し

「
も
う
ダ
メ
」
と
悲
痛
な
う
め
き
声

を
発
す
る
時
、
現
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
時
代
、
も
っ
と
も
新
鮮
な
言
葉
を

使
う
者
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
来
て
、

そ
の
者
た
ち
の
使
う
言
葉
に
耳
を
か
た

む
け
る
の
だ
。

日
本
語
を
廷
ら
せ
る
た
め
に
は
、
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そ
れ
以
外
の
手
段
は
な
か

日

っ
た
の
だ
。

「
阿
修
羅
ガ

l
ル
」
に
対
す
る
関
心
の
中
心
に
は

る
言
葉
〉
が
あ
る
。
「
「
悪
」
と
戦
う
」
に
も
〈
マ
ジ
む
か
つ
く
〉

高
橋
の

〈
ア
イ
コ
の
し
ゃ
べ

れ
ヤ
パ
く

ね
ワ
〉
〈
そ
れ
、
ウ
ケ
ル
!
〉

と
い
っ
た
言
葉
が
頻
出
し
、
高
橋
が
舞
城
作
品
の

中
に
見
出
し
た
よ
う
な
〈
新
鮮
な
言
葉
〉
を
自
作
の
中
に
も
積
極
的
に
取
り
入
れ

ょ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
近
代
文
学
の
作
家
た
ち
は

時
代
を
写
し
取
る
た
め
の
書
記
言
語
と
し
て
言
文
一
致
体
を
要
請
し
た
が
、
高
橋

近
代
」
と
い
う

も
ま
た
時
代
の
新
し
い
文
学
を
模
索
し
て

〈
新
鮮
な
言
葉
〉

で
書
か
れ
た
小
説
の

方
へ
歩
み
寄
ろ
う
と
し
て
い
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
小
説
が

「
こ
と
ば
の
発
達
」
と
い
う
副
題
の
付
さ
れ
た

プ
ロ
ロ
ー
グ
で
幕
を
開
け
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。

そ
こ
で
描
か
れ
る
〈
わ
た



し
〉
の
息
子
た
ち
の
〈
こ
と
ば
の
発
達
〉
は
、
一
つ
の
小
説
論
と
し
て
も
読
め
る
。

プ
ロ
ロ
ー
グ
で
は

(
こ
と
ば
の
発
達
の
度
合
い
が
早
か
っ
た
〉
ラ
ン
ち
ゃ
ん
が
、

ア
ニ
メ
や
絵
本
の
中
か
ら
言
葉
を
引
用
し
て
喋
っ
て
い
る
こ
と
に
〈
わ
た
し
〉
が

気
付
く
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
描
か
れ
て
い
る
。
人
が
言
葉
を
獲
得
し
て
い
く
過

程
に
は

他
者
の
吉
岡

築
を
引
用
す
る
ょ
っ
lこ
真
似
る
段
階
方S

あ
る

と
を
改
め
て

説
い
た
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
そ
の
ま
ま
高
橋
が
二

O
O
二
年
に
岩
波
新
書
の
一

冊
と
し
て
刊
行
し
た
「
一
億
三
千
万
人
の
た
め
の
小
説
教
室
」
で
述
べ
た
小
説
論

を
想
起
さ
せ
る
。
こ
の
中
で
高
橋
は
レ
イ
モ
ン
ド
・
チ
ャ
ン
ド
ラ

l
の

「
長
い
お

別
れ
」
と
村
上
春
樹
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
を
比
較
し
、
〈
あ
ら
ゆ
る
小
説
家
は
、

チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
さ
ん
を
ま
ね
す
る
村
上
さ
ん
、

の
よ
う
に
、
自
分
の
は
は
お
や
の

ま
ね
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
小
説
を
書
き
は
じ
め
る
も
の
で
す
〉
と
述

べ
て
い
る
。
高
橋
は
「
小
説
教
室
」

で
の
自
ら
の
言
葉
に
従
う
よ
う
に
、

〈
新
鮮

な
言
葉
〉
で
書
か
れ
た
舞
城
の
小
説
を
〈
あ
か
ん
ぼ
う
み
た
い
に
ま
ね
る
こ
と
〉

と
い
う
教
義
を
実
践
す
る
こ
と
で
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」
を
書
き
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

4

小
説
の
「

O
S
」
を
更
新
す
る

高橋源一郎とゼロ年代の小説

【

m】

近
年
の
高
橋
の
作
品
を
見
渡
す
と
「
ニ
ッ
ポ
ン
の
小
説
」
や
「
口
日
間
で
「
名

文
」
を
書
け
る
よ
う
に
な
る
方
法
」
、
現
在
連
載
中
の

「
日
本
文
学
盛
衰
史

後
文
学
篇
」
(
『
群
像
』
二

O
O九
年
一

O
月
3
)
な
ど
、
評
論
と
も
小
説
と
も
つ
か

な
い
、
読
者
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
形
式
の
も
の
が
目
立
つ
。
そ
れ
ら
作
品
の
中

で
高
橋
は
文
学
に
対
す
る
根
源
的
な
聞
い
を
投
げ
か
け
、
自
ら
そ
れ
に
答
え
よ
う

と
保
々
な
考
察
を
繰
り
広
げ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
高
橋
は
現
在
の
文
学
に
大

き
な
変
化
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
斎
藤
美
奈
子

{

ロ

】

【

悶

}

と
の
対
談
や
「
大
人
に
は
わ
か
ら
な
い
日
本
文
学
史
」
な
ど
の
中
で
は
、

説

の
0
5
が
更
新
さ
れ
た
」

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
高
橋
は
、
「
小
説
」

を
動
か
す
認
識
や
思
考
を
パ
ソ
コ
ン
の
「

O
S」

に
喰
え
、
〈
一
八
八

0
年
代
に

成
立
し
た
日
本
の
近
代
小
説
は
、
一
一
十
世
紀
の
末
、
具
体
的
に
い
う
と
、

0
年
代
の
半
ば
あ
た
り
で
、
「
0
5
」
を
交
換
し
た
の
で
は
な
い
か
〉
(
『
大
人
に
は

九
九

わ
か
ら
な
い
日
本
文
学
史
」
)
と
い
・
フ
。
こ
の

〈
小
説
の

0
5
〉
と
い
う
考
え
方
の

具
体
例
と
し
て
、
高
橋
は

田
山
花
袋
の

「
蒲
団
」
と
ケ

l
タ
イ
小
説
「
恋
空
」

を
並
べ
、
「

0
5
」
は
違
う
が
ど
ち
ら
も
「
身
も
蓋
も
な
い
恋
愛
」
と
い
う
同
じ

y
フ
ト
を
使
っ
て
い
る
、
と
解
説
し
て
い
る
。
同
じ
ソ
フ
ト
で
も
「
0
5
」
が
具

な
れ
ば
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
表
現
の
小
説
と
し
て
表
れ
る
と
い
う
こ
の
発
想
は
、

近
代
文
学
と
現
代
文
学
を
「
0
5
」
の
違
い
を
差
し
引
い
て
、

両
者
を
等
価
に
み

な
す
こ
と
の
で
き
る
視
座
を
備
え
て
い
る
。
高
橋
が
「
O
S
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、

バ
ル
ト
が
「
エ
タ
リ
チ
ュ

l
ル
」
と
呼
ん
だ
社
会
集
団
に
帰
属
す
る
語
法
に
近
く
、
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定
義
を
も
っ
と
暖
味
に
し
た
も
の
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
高
橋
が

か
つ
て
の
近
代
文
学
の

「0
5
」
と
今
日
の
文
学
の

「O
S
」
を
比
較
し
、
ど
ち

ら
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
断
定
を
行
わ
ず
、
「
O
S
の
更
新
」
を
そ
の
ま

ま
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。
舞
城
作
品
の
表
現
を
採
り
い

れ
て
「
「
悪
」
と
戦
う
」
を
書
い
た
こ
と
も
、

そ
う
し
た
「

0
5
の
更
新
」
を
自

戦

作
の
中
で
実
践
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、

小
説
に
「
O

5
」
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
な
ぜ
三
十
年
も
作
家
を
続
け
て
き
た
高
橋

が
自
ら
そ
れ
を
更
新
す
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

わ
た
し
が
「
小
説
の

0
5
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
う
と
、
作
家
た
ち

の
反
感
を
か
う
の
は
、
彼
ら
は
、
自
分
た
ち
は
、

小
説
と
い
う
も
の
を
「
自

発
的
」
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
別
に
「
0
5
」
な
ど
に
頼
つ
て
は
い
な
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い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。

し、
Jコ

そ
れ
に
対
し
て
、
わ
た
し
は
、
逆
に
、

も
、
自
分
が
書
い
て
い
る
小
説
は
、
ど
ん
な
「
0
5
」
に
基
づ
い
て
い
る
の

だ
ろ
う
、

と
考
え
た
り
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
考
え
る

こ
と
だ
け
が
、
「
小
説
の

0
5
」
か
ら
逃
れ
る
道
で
あ
る
、
と
私
に
は
思
え

る
の
で
す
。

作
家
は

〈
小
説
と
い
う
も
の
を
「
自
発
的
」
に
書
い
て
い
る
〉
と
い
う
無
垢
な

小
説
観
を
高
橋
は
斥
け
、
小
説
を
書
く
主
体
そ
の
も
の
を
懐
疑
す
る
。
作
家
は
「
O

S
」
に
よ
っ
て
書
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、

で
は
、
小
説
を
書
く
作
家

の
主
体
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
最
初
か
ら
存
在
し
な
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

れ
を
問
お
う
と
す
る
と
き
、
特
定
の

「0
5
」
だ
け
を
使
い
続
け
た
者
に
は
、
書

き
あ
が
っ
た
小
説
が
作
家
の
主
体
性
に
由
来
す
る
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
「
O

5
」
に
因
る
も
の
な
の
か
判
断
の
し
ょ
う
が
な
い
。
少
な
く
と
も
そ
れ
は
別
の
「
O

5
」
を
用
い
た
試
行
を
経
な
け
れ
ば

わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で

「
「
悪
」
と
戦
う
」

は
、
あ
え
て
そ
れ
ま
で
使
わ
れ
て
き
た
「
O

S
」
と
は
別
の

0
5
」
を
使
っ
て
書
か
れ
た
実
験
的
な
小
説
だ
と
い
え
る
。
並

行
世
界
の
設
定
の
導
入
や
、
少
年
と
少
女
の
二
者
関
係
が
そ
の
ま
ま
世
界
の
命
運

い
わ
ゆ
る
セ
カ
イ
系
と
呼
ば
れ
る
作
品
に
見
ら
れ

に
直
結
し
て
し
ま
う
と
い
う
、

る
物
語
展
開
な
ど
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」
に
は
ゼ
ロ
年
代
作
品
に
特
徴
的
な
要
素
が

ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
陳
腐
な
そ
れ
ら
は
、
ゼ
ロ
年
代

の「
0
5
」
の
特
徴
と
も
い
え
る
表
現
で
あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
一
方
で
「
「
悪
」

と
戦
う
」
に
お
け
る
小
説
の
ソ
フ
ト
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
「
悪
」
と
戦
う
」

(
4
)
i
(
6
)

の
並
行
世
界
内
の
物
語
は
設
定
を
変
え
な

が
ら
も
、
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」

の
投
身
と
そ
れ
に
対
す
る
「
ラ
ン
ち
ゃ
ん
」

の
反
応

を
反
復
し
て
い
る
。

そ
ん
な
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
に
対
し

で
は
何
も
で
き

(
4
)
 

な
し、

で
は
落
ち
る
〈
ミ
ア
ち
ゃ
ん
の
手
を
短
も

で
は
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
と
〈
一
緒
に
落
ち
〉
る
こ
と
を
選
ぶ
。

「
ラ
ン
ち
ゃ
ん
」
だ
が

(
5
)
 

う
と
〉
し
、

(
6
)

章
を
重
ね
る
ご
と
に
「
傍
観
↓
手
を
掴
も
う
と
す
る

i
一
緒
に
落
ち
る
」
と
い
う

順
で
段
階
的
に
コ
フ
ン
ち
ゃ
ん
」

の
行
動
が
積
極
的
に
な
っ
て
い
く
物
語
の
展
開

に
は
、
あ
き
ら
か
に
恋
意
的
な
指
向
性
が
潜
ん
で
い
る
。
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
と
〈
一

緒
に
落
ち
〉

る
と
い
う
選
択
の
後
、
よ
う
や
く
〈
『
悪
』
の
巣
窟
〉
が
姿
を
現
わ

し
、
「
悪
」
と
の
戦
い
を
終
え
た
ラ
ン
ち
ゃ
ん
が

〈
ミ
ア
ち
ゃ
ん
の
手
を
握
り
し

め
た
ま
ま
〉
〈
な
に
も
な
い
空
間
を
〉
落
ち
て
い
く
こ
と
は
、
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
と

そ

〈
一
緒
に
落
ち
〉

る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
な
意

味
を
持
っ
た
身
振
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

〈
「
悪
」
と
戦
う
〉
と
い
う
目
的
の
前
に
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」

の
投
身
が
繰
り
返

n
h
U
 

F
O
 

し
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
対
し
何
か
的
確
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
が

〈
『
悪
』
の
巣
窟
〉

に
辿
り
着
く
た
め
に
必
要
な
ノ
ル
マ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。

そ
の
ノ
ル
マ
が
ク
リ
ア
さ
れ
る
ま
で
何
度
も
や
り
直
し
を
迫
ら
れ
る
こ

の
構
造
は
、

ノ
ル
マ
の
不
達
成
と
リ
プ
レ
イ
が
円
環
的
に
連
続
す
る
「
ゲ
l
ム」

そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
描
か
れ
た
世
界
像
が

「ゲ
l
ム
的
」

で
あ
る
こ

と
は
、
作
中
、

7

ホ
さ
ん
が
ラ
ン
ち
ゃ
ん
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
に
諭
す
場
面
で

逆
説
的
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

「
エ
ヴ
リ
シ
ン
グ
・
イ
ズ
・
ダ
ン
。
終
わ
っ
た
も
の
は
戻
っ
て
こ
な
い
わ
。

も
う
一
度
、
や
り
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
ゲ

i
ム
の
世
界
だ
け
。
そ
し
て
、

あ
た
し
た
ち
が
生
き
て
い
る
の
は
ゲ
ー
ム
の
世
界
じ
ゃ
な
い
っ
て
こ
と
。

ニエ

ー
は
頑
張
っ
た
、
精
一
杯
ね
」

4 



7

ホ
さ
ん
に
導
か
れ
る
ラ
ン
ち
ゃ
ん
は
各
並
行
世
界
の

「
ラ
ン
ち
ゃ
ん
」
に

プ
レ
イ
ヤ
ー
が

「
ゲ
ー
ム

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
宿
る
よ
う
に
し
て

「
ミ
ア
ふ
り

ゃ
ん
」
の
生
死
に
関
わ
る
決
断
を
〈
も
う
一
度
、
や
り
直
す
こ
と
〉
を
迫
ら
れ
る
。

要
す
る
に
物
語
が
求
め
て
い
る
の
は
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
と
〈
一
緒
に
落
ち
〉

る
と

い
う
決
断
で
あ
り
、
唯
一
の
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
向
け
て
何
度
も
や
り
直
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
の
世
界
は
〈
ゲ
l
ム
の
世
界
〉
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
ゲ

ー
ム
的
」
な
経
験
を
小
説
化
し
た
こ
の
作
品
に
渡
る
も
の
を
、
東
の
用
語
を
借
り

そ
う
し
た
点
か
ら

て

〈ゲ
l
ム
的
リ
ア
汀
ノ
ズ
ム
〉

と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

も
、
お
そ
ら
く
こ
の
小
説
が

(
3
)
1
(
6
)
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、

ゼ
ロ
年
代
的
な
小
説
と
評
価
す
る
こ
と
が
相
応
し
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

の

(
3
)
1
(
6
)
を
相
対
化
す
る

〈
わ
た
し
〉
を
語
り
手
と
す
る
プ
ロ
ロ

l

グ
・
(
1
)
(
2
)
・
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
章
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
こ
で
用
い
ら

れ
た
ゼ
ロ
年
代
の

O 
S 

か
ら
批
評
的
な
距
離
が
保
た
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

エ
ピ
ロ
ー
グ
に
は

わ
た
し
の
肩
で
眠
っ
て
い
る
こ
の
お
母
さ
ん
と
わ
た
し
が

恋
に
落
ち
る

e
i
e
そ
ん
な
小
説
が
書
け
な
い
も
の
か
。
ダ
メ
だ
よ
ね
、
奥
さ
ん
が

怒
る
に
決
ま
っ
て
る
。
待
て
よ
、

そ
う
で
は
な
く
て
:
:
J
と
い
う
記
述
が
あ

高橋源一郎とゼロ年代の小説

り
、
小
説
家
の

〈
わ
た
し
〉
が
何
か
小
説
の
着
想
を
得
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ

の
記
述
か
ら
考
え
る
と
、
〈
わ
た
し
〉
が

〈
こ
の
お
母
さ
ん
と
わ
た
し
が
恋
に
落

ち
る
〉
小
説
の
代
わ
り
に
書
い
た
の
が
、
自
分
の
息
子
を
主
人
公
に
し
た

3 

-
{
6
)
 の
物
語
だ
と
も
解
釈
で
き
る
。

」
の
小
説
は

つ
ま
り

〈
わ
た
し
〉

の
書
い
た
小
説
が
時
間
的
に
は
連
続
す
る
(
2
)
と
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
聞
に
割
り
込

ん
で
挿
入
さ
れ
た
、

入
れ
子
構
造
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
「
悪
」
と
戦
う
」

は
、
ゼ
ロ
年
代
的
な
意
匠
を
鎮
め
な
が
ら
、

メ
ク
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
従
来
の
高
橋
作
品
同
様
、
や

は
り
核
心
部
分
で
は
「
小
説
」
に
つ
い
て
の
小
説
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

そ
才し

は
定
稿
で
は
改
変
さ
れ
た

「
動
物
の
謝
肉
祭
・
第
八
回

で
の

〈
わ
た
し
〉

と

ア
ち
ゃ
ん
の
お
母
さ
ん
の
次
の
よ
う
な
会
話
に
確
認
で
き
る
。

「
あ
な
た
は
、

ど
う
し
て
、
う
ち
の
『
ミ
ア
』
を
、

ふ
つ
う
に
見
て
く
だ
さ

る
の
で
す
か
っ
」

即
座
に

で
し
た
。

わ
た
し
が
考
え
る
前
に

「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」

の
お
母
さ
ん
の
質
問
に
対
す

る
答
え
が
、
わ
た
し
の
口
か
ら
勝
手
に
飛
び
出
し
た
の
で
す
。

「
そ
れ
は
で
す
ね
、
き
っ
と
、
あ
な
た
の
お
嬢
さ
ん
が
、
わ
た
し
の
子
ど
も

以
外
で
、

わ
た
し
の
い
ち
ば
ん
好
き
な
、
わ
た
し
が
い
ち
ば
ん
大
切
に
し
て
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い
る
、
あ
る
も
の
に

そ
っ
く
り
だ
か
ら
で
す
?

こ
の
箇
所
は
「
「
悪
」
と
戦
う
」
で
は
、
一
一
人
の
会
話
で
は
な
く
思
わ
せ
ぶ
り

の
語
り
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る

な
〈
わ
た
し
〉

あ

る
も
の
〉
が
何
で
あ
る
か
は
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」
の

で
共
に
〈
世
界
で
い
ち
ば
ん
大
切
な
も
の
は
ワ
〉

日
) 

と

「
動
物
の
謝
肉
祭

と
い
う
聞
い
に
対

-
最
終
回
」

し

(
わ
た
し
〉

に
〈
小
説
で
す
〉
と
答
え
さ
せ
る
こ
と
で
示
さ
れ
て
い
る
。
ミ

ア
ち
ゃ
ん
に
〈
そ
っ
く
り
〉
な
〈
あ
る
も
の
〉
が

「
小
説
」

で
あ
る
な
ら
ば
、
ミ

ア
ち
ゃ
ん
を
め
ぐ
る
並
行
世
界
で
の
冒
険
も
、
実
は
「
小
説
」
を
め
ぐ
る
冒
険
だ

っ
た
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
作
中
作
の
中
で
、
繰
り
返
し
描
か
れ
る
落
ち

て
い
く
一
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
と
は

凋
落
し
て
い
く
文
学
H

「
小
説

の
現
状
を
象

徴
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
な
ら
ば
、
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
に
手
を
差
し
伸
べ
、
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彼
女
と
一
緒
に
落
ち
る
と
い
う
選
択
を
支
え
て
い
る
の
は
、
ど
ん
な
状
況
で
も
見

捨
て
ず
手
放
さ
な
い
と
い
う
、
確
信
的
な
文
学
へ
の
愛
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

コ
悪
」
と
戦
う
」

l土

一
見
す
る
と
ゼ
ロ
年
代
的
な
文
学
状
況
に
適
応
し
ょ

う
と
し
た
小
説
に
み
え
る
が
、
そ
の
実
体
は
愚
直
な
ま
で
の
文
学
へ
の
愛
を
表
明

し
た
作
品
で
あ
る
。
作
中
作
パ

l
ト
の
終
末
近
く
で
、
「
ラ
ン
ち
ゃ
ん
」
が
倒
そ

「悪」〉

は
、
幼
い
ま
ま
命
を
落
と
す
な
と
し
た

(
生
き
ら
れ
な

う
と
し
て
い
た

か
っ
た
者
た
ち
〉

(
6
)
だ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。

つ
ま
り

こ
の
小
説
で

の

悪

選

は
、
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
を
与
え
ら
れ
な
が
ら
、
「
世
界
」

ば
れ
な
か
っ
た
生
で
あ
り
、
こ
の

「
世
界
」

の
価
値
観
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
も
の
を
〈
「
悪
」
〉
と
呼
ぶ
の
な
ら
ば
、
書

か
れ
る
可
能
性
・
世
の
中
に
現
れ
る
可
能
性
を
持
ち
な
が
ら
も
、
「

O
S
の
更
新
」

の
陰
に
、
結
局
、

そ
の
時
代
の
表
現
と
し
て
選
ば
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
小
説
も

ま
た
、
〈
「
悪
」
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
高
橋
は
、
〈
「
悪
」
〉

と
の
戦
い
を
終

え
た
「
ラ
ン
ち
ゃ
ん
」
に
〈
あ
く
っ
て
、
ほ
ん
と
に
、
あ
く
な
の
か
な
。
〉

(
6
)

と
攻
か
せ
て
い
る
。
「
世
界
」
に
見
放
さ
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
る
だ
け
の

〈「亜百」〉

に
向
け
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
視
線
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は

「

O
S」

の
新
旧
を

問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
小
説
を
対
象
と
し
た
、
文
学
へ
の
慈
し
み
で
あ
る
だ
ろ
う
。

高
橋
が

で
試
み
た
方
法
を
、
流
行
へ
の
迎
合
や
安
易
な
模

「
「
悪
」
と
戦
う
」

倣
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
は
容
易
に
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、

そ
の
よ
う
に
し
て
書

か
れ
た
本
作
が
そ
も
そ
も
が
作
品
と
し
て
成
功
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
も

あ
る
。

し
か
し
、
変
化
し
て
い
く
文
学
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
を
前
に
、
今
、

ど
の
よ
う
な
実
践
が
可
能
で
あ
り
必
要
な
の
か
、

そ
の
こ
と
を
ベ
テ
ラ
ン
と
呼
ば

れ
る
作
家
が
成
否
を
度
外
に
し
て
、
自
ら
行
っ
て
示
し
た
こ
と
に
は
、

た
し
か
に

意
味
の
あ
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
(
1
)
東
浩
紀
「
フ
ァ
ン
ト
ム
・
ク
オ
ン
タ
ム
」
(
『
新
潮
』
二

O
O八
年
五
月
1
二
0
0

九
年
八
月

)
l
『
ク
オ
ン
タ
今
ァ
ミ
リ
ー
ズ
』
(
新
潮
社
、
二

O
O九
年
二
一
月
)

(
2
)
高
橋
源
一
郎
「
動
物
の
謝
肉
祭
「
悪
」
と
戦
う
」
(
『
文
事
』
二

O
O七
年
冬
号

1

ニO
O九
年
冬
号

)
l
『
「
悪
」
と
戦
う
』
(
河
出
書
房
新
社
、
二

O
一
O
年
五
月
)

(
3
)
高
橋
源
一
郎
/
東
浩
紀
・
対
談
「
救
済
装
置
と
し
て
の
「
小
説
」
の
可
能
性
」
(
『
文

察
』
二

O
一
O
年
八
月
)

(
4
)
安
藤
礼
一
一
「
複
製
た
ち
の
廃
櫨
l
l
t続
・
二

O
一
0
年
代
の
小
説
と
批
評
」
(
『
文

革
界
』
三

O
一
O
年
八
月
)

(
5
)
名
前
に
関
し
て
は
、
他
の
章
で
も
初
期
稿
と
定
稿
の
聞
に
差
異
が
見
ら
れ
る
。

(
5
)

で
〈
(
ラ
ン
ち
ゃ
ん
、
あ
た
し
を
撃
っ
て
f

そ
れ
で
丸
く
お
さ
ま
る
ん
で
し
ょ
う
?
)

/
「
お
ま
え
、
し
ゃ
べ
れ
る
の
か
つ
っ
て
い
う
か
、
な
ん
で
、
お
れ
の
名
前
、
知
っ

て
ん
の
O

」
〉
と
い
う
か
た
ち
で
示
さ
れ
る
〈
お
れ
〉
の
名
前
が
、
「
動
物
の
謝
肉
祭
・

第
十
一
回
」
で
は
〈
(
あ
た
し
を
撃
っ
て
l

そ
れ
で
丸
く
お
さ
ま
る
ん
で
し
ょ
う
り
)

/
「
お
ま
え
、
し
ゃ
べ
れ
る
の
?
」
〉
と
い
う
〈
お
れ
〉
の
名
前
を
抜
い
た
か
た
ち
に
な

っ
て
お
り
、
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
は
、
「
ミ
ア
」
と
呼
び
捨
て
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、

(
6
)

の
初
期
稿
「
動
物
の
謝
肉
祭
最
終
回
」
で
、
「
ミ
ア
ち
ゃ
ん
」
に
〈
ぼ
く
〉
が
初
め
て

〈
「
あ
な
た
、
名
前
、
な
ん
で
い
う
の
?
」
〉
と
話
し
か
け
ら
れ
〈
「
e
e
-
-
e

ラ
ン
・
・
タ
ロ

ウ
」
〉
と
答
え
る
場
面
が
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」
の

{
6
)
で
は
、
〈
「
あ
な
た
の
こ
と
、
な

ん
て
呼
べ
ば
い
い
の
か
し
ら
り
」
〉
と
い
う
質
問
に
対
し
て
〈
「
e

e

-

-

ラ
ン
ち
ゃ
ん
。

で
い
い
で
す
」
〉
と
答
え
た
か
た
ち
に
改
稿
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)
舞
城
王
太
郎
『
阿
修
羅
ガ
l
ル
』
(
新
潮
社
、
三

O
O三
年
一
月
)

(
7
)
『
新
潮
』
(
二

O
O三
年
七
月
)
誌
上
で
発
表
さ
れ
た
第
十
六
回
三
島
由
紀
夫
賞
の

選
評
に
は
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
見
ら
れ
る
。
〈
下
品
で
不
潔
な
文
章
と
会
話
が
だ
ら
だ

ら
つ
づ
き
、
と
き
お
り
大
き
な
字
体
の
ベ

l
ジ
が
あ
ら
わ
れ
る
。
/
そ
う
す
る
こ
と
に

い
っ
た
い
何
の
意
味
が
あ
る
の
か
、
私
に
は
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
。
幼
稚
に
暴
れ
て

い
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
も
し
く
は
無
邪
気
な
婦
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
J

(
宮

本
輝
「
お
干
さ
ま
相
手
」
)
〈
突
然
巨
大
な
活
字
が
出
現
し
た
り
、
「
死
ね
l
つ
」
が
十
二

回
連
発
さ
れ
た
り
、
「
ウ
ン
コ
パ

1
ン
。
デ
、
デ
レ
ツ
デ
ー
」
な
ど
の
擬
音
多
用
を
良
し

と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
音
声
的
視
覚
的
に
何
ら
か
の
効
果
が
あ
る
に
し
て
も
、
馴
れ

て
し
ま
え
ば
目
ざ
わ
り
に
な
る
J

(
高
樹
の
ぷ
子
「
困
難
な
若
者
の
長
篇
」
)
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(
B
)
高
橋
源
一
郎
コ
一
十
一
世
紀
ニ
ッ
ポ
ン
文
学
史
」
(
『
日
本
経
済
新
聞
夕
刊
』
一
一

O
O六
年
三
月
二
日
、
九
日
、
一
六
日
、
二
三
目
、
三

O
日
)
↓
『
現
代
文
化
入
門
講

座
』
日
本
経
済
新
聞
社
・
編
、
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二

O
O七
年
一

O
月
)
こ
の

う
ち
舞
城
を
扱
っ
た
回
は
-
一
三
目
。

(
9
)
高
橋
源
一
郎
『
一
億
三
千
万
人
の
た
め
の
小
説
教
室
』
(
岩
波
書
庖
、
二

O
O
二
年

六
月
)

(
叩
)
「
ニ
ッ
ポ
ン
の
小
説
」
(
『
文
畢
界
』
二

O
O五
年
一
月

1
二
O
O八
年
八
月
)
↓
『
ニ

ッ
ポ
ン
の
小
説
百
年
の
孤
独
』
(
文
墓
春
秋
、
ニ

O
O七
年
一
月
)
『
ニ
ッ
ポ
ン
の
小

説
2

さ
よ
う
な
ら
、
ニ
ッ
ポ
ン
』
(
文
書
春
秋
、
二

O
一
一
年
二
月
)

(
日
)
高
橋
源
一
郎
「
日
日
間
で
「
名
文
」
を
書
け
る
よ
う
に
な
る
方
法
」
(
『
小
説
ト
リ

ツ
パ
!
』
二

O
O八
年
春
季
号
1
ニ
O
O九
年
夏
季
号
)
↓
単
行
本
(
朝
日
新
聞
出
版

社
、
二

O
O九
年
九
月
)

(
ロ
)
「
【
対
談
】
斎
藤
美
奈
子
と
高
橋
源
一
郎
が
こ
の
叩
年
の
小
説
を
徹
底
検
証
1

デ

ジ
タ
ル
ハ
イ
ヴ
イ
ジ
ョ
ン
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
時
代
に
到
達
し
た
」
(
『
文
蓄
』
二

O
O八

年
夏
号
)

(
口
)
高
橋
源
一
郎
『
大
人
に
は
わ
か
ら
な
い
日
本
文
学
史
』
(
岩
波
書
底
、
ニ

O
O九
年

一
一
月
)

(
は
)
「
セ
カ
イ
系
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
る
こ
と
が
多
い
が
、

『
社
会
は
存
在
し
な
い
セ
カ
イ
系
文
化
論
』
(
限
界
小
説
研
究
会
・
編
、
南
雲
堂
、
二

O
O九
年
七
月
)
序
文
で
の
笠
井
潔
に
よ
る
定
義
を
紹
介
す
る
と
〈
物
語
の
主
人
公
(
ぼ

く
)
と
、
彼
が
思
い
を
寄
せ
る
ヒ
ロ
イ
ン
(
き
み
)
の
二
者
関
係
を
中
心
に
し
た
小
さ

な
日
常
性
(
き
み
と
ぼ
く
)
の
問
題
と
、
『
世
界
の
危
機
』
『
こ
の
世
の
終
わ
り
』
と
い

っ
た
抽
象
的
か
つ
非
日
常
な
大
問
題
と
が
、
一
切
の
具
体
的
(
社
会
的
)
な
文
脈
(
中

間
項
)
を
挟
む
こ
と
な
く
素
朴
に
直
結
し
て
い
る
作
品
群
〉
と
あ
る
。

(
日
)
こ
の
箇
所
は
、
「
「
悪
」
と
戦
う
」
の

(
2
)
で
は
〈
わ
た
し
は
、
な
に
か
、
と
て

も
大
切
な
こ
と
を
思
い
出
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
大
切
な
こ
と

を
。
で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
い
つ
も
、
結
局
、
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
す
け
れ
ど
ね
〉

と
な
っ
て
い
る
。
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