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二
〇
一
七
年
一
一
月
一
日
、
広
島
大
学
中
央
図
書
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
ホ
ー
ル

を
会
場
に
、
ロ
シ
ア
の
代
表
的
な
日
本
文
学
研
究
者
で
あ
り
翻
訳
家
の
タ
チ

ア
ー
ナ
・
ソ
コ
ロ
ワ
＝
デ
リ
ュ
ー
シ
ナ
氏
に
よ
る
公
開
講
演
「
翻
訳
家
の
目
で

見
た
日
本
古
典
文
学
」と
題
す
る
公
開
講
演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。タ
チ
ア
ー

ナ
氏
は
、『
源
氏
物
語
』を
初
め
て
ロ
シ
ア
語
に
完
訳
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
、『
和

泉
式
部
日
記
』
や
蕪
村
・
一
茶
の
俳
諧
な
ど
の
古
典
文
学
作
品
、
近
現
代
の
太

宰
治
や
島
田
雅
彦
ら
の
小
説
か
ら
俵
万
智
の
短
歌
ま
で
、
多
数
の
日
本
文
学
を

翻
訳
し
て
ロ
シ
ア
語
圏
に
紹
介
さ
れ
、
そ
の
功
績
に
よ
っ
て
二
〇
〇
八
年
に
日

本
政
府
か
ら
旭
日
小
綬
章
を
受
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

今
回
は
私
的
な
旅
行
で
日
本
訪
問
中
で
し
た
が
、
文
学
研
究
科
の
溝
渕
園
子

准
教
授
と
の
御
交
誼
に
よ
り
広
島
大
学
に
立
ち
寄
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
急
遽

講
演
会
の
開
催
が
実
現
し
ま
し
た
。
会
場
に
は
学
内
外
か
ら
多
数
の
聴
衆
が
集

ま
り
、
な
ご
や
か
な
雰
囲
気
の
も
と
、
興
味
深
い
話
に
耳
を
傾
け
ま
し
た
。
そ

の
時
の
講
演
内
容
を
流
暢
な
日
本
語
で
文
章
化
し
て
下
さ
っ
て
、
特
別
寄
稿
と

し
て
本
誌
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

（
妹
尾
好
信
記
）

左
：
講
演
さ
れ
る
タ
チ
ア
ー
ナ
氏
。

下
：
講
演
後
、
来
賓
と
し
て
会
場
に
駆
け

つ
け
て
下
さ
っ
た
伊
井
春
樹
氏
（
国
文

学
研
究
資
料
館
元
館
長
）
と
伊
藤
鉃
也

氏
（
国
文
学
研
究
資
料
館
名
誉
教
授
）

と
と
も
に
座
談
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

翻
訳
者
の
目
で
見
た
日
本
古
典
文
学

タ
チ
ア
ー
ナ
・
ソ
コ
ロ
ワ
＝
デ
リ
ュ
ー
シ
ナ

特 

別 

寄 

稿
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研
究
し
て
い
ま
す
。
い
や
、
研
究
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
日
本
文
学
と
付
き

合
っ
て
い
る
と
い
う
ほ
う
が
正
確
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
日
本
文
学
に
か
か
わ
る

一
般
的
な
、
い
わ
ば
理
論
的
な
問
題
点
を
調
べ
た
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
を

め
ぐ
ら
し
た
り
す
る
よ
り
も
、
具
体
的
な
作
品
を
訳
し
た
り
、
そ
の
作
品
の
内

容
に
入
り
込
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
そ
の
作
者
と
付
き
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で

す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
話
さ
せ
て
頂
き
た
い
の
は
、
た
だ
、
翻
訳
者
、
つ
ま

り
読
者
と
し
て
の
個
人
的
な
印
象
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
、
文
学
作
品
を
読
む
人
は
、
み
ん
な
あ
る
程
度
で
、
そ
の
作
者
と

付
き
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
が
、
翻
訳
者
の
態
度
、
観
点
は
一
般
的
な
読

者
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
翻
訳
者
の
目
的
は
、
文
学
作
品
を

読
む
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
自
国
の
言
語
に
移
し
変
え
る
こ
と
で
あ
る
か
ら

で
す
。
自
国
の
読
者
も
そ
の
作
品
の
魅
力
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
。

し
か
し
そ
の
目
的
は
、
と
て
も
達
し
が
た
い
の
で
す
。
翻
訳
者
は
作
品
を
作
っ

た
人
と
違
う
文
化
的
環
境
で
生
ま
れ
育
っ
た
だ
け
に
、
そ
の
作
品
を
、
他
人
の

目
で
、
つ
ま
り
外
部
か
ら
見
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
当
た
り
前
の
こ

と
で
す
ね
。
し
か
し
他
人
の
目
で
見
な
が
ら
も
、
そ
の
作
品
を
訳
し
て
い
る
内

に
、
無
意
識
的
に
作
者
の
目
で
も
の
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
す
。
つ
ま
り

訳
し
て
い
る
作
品
に
対
す
る
複
雑
な
、
中
途
半
端
な
態
度
を
と
る
よ
う
に
な
る

の
で
す
。

そ
れ
で
、
ロ
シ
ア
の
文
化
的
な
背
景
の
も
と
で
育
っ
た
私
が
日
本
文
学
の
そ

れ
ぞ
れ
の
作
品
を
読
ん
で
、
そ
の
本
質
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
心
に

翻
訳
者
の
目
で
見
た
日
本
古
典
文
学

広
島
大
学
で
講
演
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日

の
講
演
は
私
に
と
っ
て
ち
ょ
っ
と
偶
然
的
な
こ
と
で
す
が
、
何
が
偶
然
な
の

か
、
何
が
必
然
な
の
か
、
誰
が
判
断
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
と
に
か
く
、
偶

然
で
あ
っ
て
も
、
皆
さ
ん
と
出
会
う
機
会
を
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
広
島
は
初
め

て
で
、
半
年
ぐ
ら
い
前
に
広
島
大
学
へ
は
も
ち
ろ
ん
、
広
島
へ
行
く
こ
と
は
、

考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。

今
日
の
テ
ー
マ
は
ち
ょ
っ
と
一
般
的
過
ぎ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
述
べ
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
日
本
文
学
が
誕
生
し
た
時
に
現
れ
て
、
そ
の
後
の

発
展
を
定
め
た
と
も
い
え
る
一
般
的
な
特
徴
の
こ
と
で
す
。
そ
の
特
徴
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
日
本
文
学
の
た
ど
っ
た
道
が
全
世
界
で
唯
一
で
珍
し
い
道
だ
と
も

い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
最
初
の
心
理

小
説
と
も
い
え
る
作
品
は
、
一
八
世
紀
の
末
に
あ
ら
わ
れ
て
、
特
殊
の
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
で
す
。
そ
れ
に
た

い
し
て
、
日
本
で
は
心
理
小
説
と
も
い
え
る
作
品
は
平
安
時
代
、
つ
ま
り
一
〇

世
紀
の
お
わ
り
、
一
一
世
紀
の
は
じ
め
に
誕
生
し
た
の
で
す
。
も
う
一
つ
の
例

は
、
日
本
の
俳
句
で
す
。
そ
の
日
本
で
生
ま
れ
た
独
特
な
ポ
エ
ト
リ
ー
の
形
体

は
、
だ
ん
だ
ん
日
本
の
国
境
を
越
え
て
、
全
世
界
に
広
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ

も
偶
然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

実
は
私
は
ず
っ
と
前
か
ら
、
と
い
っ
て
も
も
う
四
〇
年
ぐ
ら
い
日
本
文
学
を
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世
界
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
神
様
が
人
間
を
自
分
の
映
像
を
か
た

ど
っ
て
作
っ
た
の
で
す
か
ら
、
人
間
は
本
来
自
然
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
存
在
だ

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
本
来
直
接
に
結
ん
で
い
な
い
そ

の
二
つ
の
世
界
を
ポ
エ
ト
リ
ー
の
中
で
結
び
付
け
る
方
法
と
し
て
は
、
比
喩
し

か
な
か
っ
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
人
事
を
自
然
の
も
の
ご
と
に
な
ぞ
ら
え
る
し

か
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
、「
人
生
は
海
の
よ
う
で
す
」「
彼
女
は
花
の

よ
う
に
美
し
い
」「
人
の
さ
さ
や
き
の
よ
う
な
波
の
音
」
な
ど
で
す
。
そ
れ
で
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ポ
エ
ト
リ
ー
固
有
の
修
辞
技
法
の
ほ
と
ん
ど
が
比
喩
の
展
開
と

し
て
形
成
さ
れ
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

古
代
の
日
本
で
は
人
間
界
と
自
然
界
と
の
関
係
は
全
く
違
い
ま
す
。
自
然
と

人
間
と
（
神
も
そ
う
で
す
が
）
は
一
体
に
な
っ
て
い
て
、
人
間
は
大
自
然
の
一

部
と
し
て
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
並
ん
で
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
自
然
と
人
間
の
関
係
の
と
ら
え
か
た
は
、
日
本
文
学
に
も
反
映
し
て
い
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
な
ら
、
自
然
界
は
い
つ
も
人
間
界
と
対
立
し
て
い
て
、

作
家
は
そ
の
自
然
界
の
物
事
を
描
こ
う
と
思
っ
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
を
よ
そ

め
に
見
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
作
家
に
と
っ
て
、
自
然
界
は

謎
め
い
た
も
の
で
、
神
の
現
わ
れ
で
あ
る
か
の
よ
う
で
す
。

古
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
人
間
・
自
然
・
神
は
不
可
分
の
一
体
に
な
っ

て
い
ま
し
た
か
ら
、
人
間
は
自
然
を
よ
そ
め
で
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し

た
。
主
体
と
客
体
は
一
緒
に
な
っ
て
い
て
、
人
事
、
つ
ま
り
人
間
の
心
情
が
直

接
に
自
然
の
も
の
ご
と
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
人
間

多
く
の
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
し
た
。
そ
の
疑
問
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
、
い

ろ
い
ろ
と
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
挙
句
、
い
く
つ
か
の
結
論
に
達
し
た
の
で

す
。
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
結
論
で
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私

に
と
っ
て
、
大
切
で
し
た
の
で
、
少
し
で
も
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

そ
の
疑
問
点
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

第
一
に
、
学
生
時
代
に
二
〇
世
紀
の
日
本
文
学
の
講
義
の
時
に
、
二
葉
亭
四

迷
と
い
う
名
前
が
出
て
き
て
、
二
葉
亭
四
迷
は
ロ
シ
ア
の
作
家
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

が
好
き
で
、『
あ
ひ
ゞ
き
』
と
い
う
短
編
を
日
本
語
に
訳
し
て
、
そ
の
訳
が
大

変
話
題
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
も
日
本
の
読
者
が

一
番
感
心
し
た
の
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
自
然
（
つ
ま
り
ロ
シ
ア
の
田
舎
の
風

景
）
の
描
写
の
し
か
た
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
聞
く
と
、
私
は
大
変
驚
き
ま
し

た
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
も
ち
ろ
ん
す
ば
ら
し
い
作
家
で
す
が
、
風
景
の
描
写
か

ら
見
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
は
な
い
の
で
、
感
激
す
る
理
由
は
あ
ま
り
な
い

と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
風
景
を
描
く
方
法
と
し
て
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
も
の

と
は
違
う
方
法
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
と
い

う
ふ
う
に
思
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
日
本
古
典
文
学
の
研
究
を
続
け
て
い
る

内
に
、
だ
ん
だ
ん
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
風
景
の
描
写
が
ど

う
し
て
日
本
人
に
と
っ
て
珍
し
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

第
二
に
、
日
本
文
学
が
誕
生
し
た
時
代
に
お
い
て
、
人
間
界
と
自
然
界
と
の

関
係
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
ま
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

な
ら
（
ロ
シ
ア
も
ふ
く
め
て
）、
自
然
は
自
然
で
、
人
間
は
人
間
で
、
別
々
の
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い
ま
す
。
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ス
ズ
ラ
ン
が
い
つ
も
苔
と
同
じ
と
こ
ろ
で
生
え
た
い
よ
う
に

蝶
々
が
花
の
う
ち
で
特
に
百
合
が
好
き
で
あ
る
よ
う
に
、

私
も
あ
の
日
々
の
心
情
を
大
切
に
し
て
い
る
。

そ
の
詩
の
中
で
作
者
は
比
喩
を
並
べ
て
、
自
分
の
心
情
を
描
い
て
い
ま
す
。

ロ
シ
ア
人
の
目
か
ら
見
れ
ば
自
然
界
と
人
間
界
は
別
々
に
な
っ
て
い
る
の
で
、

文
学
の
作
品
の
中
で
も
別
々
の
世
界
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
世

界
を
近
づ
け
る
の
は
比
喩
で
す
。

古
代
日
本
人
固
有
の
世
界
認
識
は
自
然
と
人
間
の
一
体
性
に
も
と
づ
い
て
い

ま
す
か
ら
、
一
体
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
区
分
し
て
、
お
互
い
に
な
ぞ
ら
え
る

の
は
、
無
理
な
こ
と
で
す
。
人
事
、
つ
ま
り
人
間
の
心
情
が
直
接
に
自
然
界
の

も
の
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
も
そ
の
た
め
で
す
。
修
辞
方
法
の
一
つ
と

し
て
は
、
掛
詞
、
つ
ま
り
自
然
界
と
人
間
界
の
一
体
性
を
あ
ら
わ
す
修
辞
が
最

適
に
な
っ
て
き
ま
す
。

の
心
情
と
自
然
の
も
の
ご
と
と
の
結
合
は
、
万
葉
集
、
古
今
集
の
和
歌
を
読
む

と
、
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

例
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

①
　
堀
江
こ
ぐ
棚
な
し
小
船
漕
ぎ
か
へ
り
同
じ
人
に
や
恋
ひ
わ
た
り
な
む

（
古
今
集
七
三
二
　
読
み
人
知
ら
ず
）

②
　
春
の
池
の
玉
も
に
遊
ぶ
に
ほ
と
り
の
あ
し
の
い
と
な
き
こ
ひ
も
す
る
か
な

（
後
撰
集
七
二
　
宮
道
高
風
）

こ
の
歌
の
中
の
自
然
の
要
素
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
た
だ
人
間
の
心
情
を
で

き
る
だ
け
効
果
的
に
表
現
す
る
こ
と
だ
け
で
す
。
①
の
歌
の
作
者
が
堀
江
を
漕

ぐ
小
舟
を
歌
に
入
れ
た
の
は
、
そ
れ
を
見
た
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
相
手
に
で

き
る
だ
け
積
極
的
に
自
分
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
②
の
宮

道
高
風
の
歌
も
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
で
す
。
作
者
が
「
に
ほ
と
り
」
と
い
う
単

語
な
ど
を
使
っ
た
の
は
、
本
物
の
に
ほ
と
り
と
関
係
な
く
、
た
だ
歌
の
説
得
力

を
い
っ
そ
う
高
め
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

ロ
シ
ア
人
の
作
家
な
ら
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
場
合
に
自
分
の
心
情
を
自

然
界
の
様
々
な
も
の
に
た
と
え
て
表
現
す
る
の
が
普
通
で
し
た
。
た
と
え
ば

ロ
シ
ア
の
詩
人
、
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
・

ス
ル
チ
ェ
フ
ス
キ
ーK

on
stan

tin
 

S
lu

ch
evsky

 

（
一
八
三
七
―
一
九
〇
四
） 

に
「
隅
か
ら
の
歌
」
と
い
う
詩
が
あ

り
ま
す
。
作
者
は
好
き
な
女
性
と
出
会
っ
た
日
を
思
い
出
し
て
、
こ
う
言
っ
て
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け
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
秋
・
飽
き
、
松
・
待
つ
、
眺
め
・
長
雨
な
ど
で
す
。

も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

人
の
花
摘
み
し
け
る
と
こ
ろ
に
ま
か
り
て
、
そ
こ
な
り
け
る
人
の
も

と
に
、
後
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

④
　
山
桜
霞
の
間
よ
り
ほ
の
か
に
も
見
て
し
人
こ
そ
恋
し
か
り
け
れ

（
古
今
集
四
七
九
　
紀
貫
之
）

こ
の
歌
は
二
部
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
前
の
半
分
（
上
の
句
）
は
自
然
界
と
関

係
が
あ
り
ま
す
。後
の
半
分（
下
の
句
）は
人
間
界
に
属
し
て
い
ま
す
。「
見
て
し
」

と
い
う
単
語
は
掛
詞
で
は
な
い
に
し
て
も
、
や
は
り
自
然
界
と
人
間
界
の
架
け

橋
に
な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
関
係
で
、
和
歌
の
中
の
地
名
の
使
い
方
も
面
白
く
、

他
国
の
ポ
エ
ト
リ
ー
に
見
当
た
ら
な
い
よ
う
な
修
辞
の
方
法
で
す
。た
と
え
ば
、

歌
に
宇
治
、
浮
島
な
ど
の
地
名
が
出
た
ら
、
実
際
に
宇
治
な
ど
と
い
う
と
こ
ろ

に
関
係
が
な
い
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
す
。
作
者
が
宇
治
と
い
う
地
名
を
歌
に
入

れ
た
の
は
、
宇
治
に
行
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
自
分
は
つ
ら
い
、

苦
し
い
と
い
う
よ
う
な
心
情
を
表
現
し
た
い
わ
け
な
の
で
す
。
宇
治
、
浮
島
の

場
合
は
た
だ
言
葉
の
響
き
（
同
音
）
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
す
が
、
須
磨
と
い
う
地
名
は
、
都
と
離
れ
て
さ
び
し
い
気
持
ち
を
表
し

た
い
と
き
に
使
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
言
葉
の
響
き
と
関
係
な
く
、
た
だ
須
磨

と
い
う
と
、
在
原
行
平
の
歌
、『
源
氏
物
語
』
の
「
須
磨
」
と
い
う
巻
を
連
想

日
本
の
古
典
文
学
の
研
究
家
も
そ
の
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
い
ま
す
。
た
と

え
ば
古
典
文
学
、
特
に
和
歌
を
専
門
と
し
て
お
ら
れ
る
高
田
祐
彦
先
生
も
掛
詞

の
役
割
を
強
調
し
て
、
次
の
例
を
挙
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。

③
　
逢
ふ
こ
と
の
な
ぎ
さ
に
し
寄
る
波
な
れ
ば
う
ら
み
て
の
み
ぞ
立
ち
返
り
け
る

（
古
今
集
六
二
六
　
在
原
元
方
）

こ
の
和
歌
に
二
つ
の
掛
詞
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
第
一
に
「
な
ぎ
さ
」
は
同
時

に
渚
（
み
ぎ
わ
、
つ
ま
り
波
の
打
ち
寄
せ
る
と
こ
ろ
）
と
無
き
（
会
う
こ
と
が

な
い
）
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
の
掛
詞
は
「
う
ら
み
て
」

で
、
浦
見
て（
海
辺
、
入
り
江
、
湾
を
見
て
）と
恨
み
て（
恨
ん
で
、
恨
む
こ
と
、

不
満
足
に
思
う
）
で
す
。
ま
た
「
渚
」
に
立
ち
寄
る
波
そ
の
も
の
は
和
歌
の
内

容
と
あ
ま
り
関
係
が
な
く
、
た
だ
逢
え
な
い
の
で
、
恨
ん
で
、
帰
っ
て
い
っ
た

と
い
う
内
容
を
も
っ
と
効
果
的
に
表
現
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
　
掛

詞
の
お
か
げ
で
、
表
現
さ
れ
て
い
る
内
容
が
途
中
で
変
化
し
ま
す
。
と
い
い
ま

す
の
は
、
自
然
的
な
要
素
（
海
辺
の
情
景
）
は
人
間
的
な
要
素
（
逢
う
こ
と
が

無
い
か
ら
恨
ん
で
い
る
心
）
に
変
わ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
然
の
も
の
は

人
間
の
も
の
と
結
合
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
に
そ
の
結
合
は
言
葉
の
レ
ベ
ル

で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
は
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
例
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
掛
詞
は
み
ん
な
人
事

と
自
然
（
よ
り
単
純
に
い
え
ば
、「
こ
こ
ろ
」
と
「
も
の
」）
を
一
挙
に
結
び
つ
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も
人
間
と
一
緒
に
悲
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
春
は
嬉
し
い
出
会
い
の
季

節
で
、
た
と
え
ば
、
源
氏
が
若
紫
（
紫
の
上
）
に
出
会
っ
た
の
も
春
で
す
。
自

然
の
リ
ズ
ム
と
人
生
の
リ
ズ
ム
は
言
葉
の
レ
ベ
ル
で
も
一
体
に
な
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
翻
訳
す
る
と
き
に
、
大
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

日
本
語
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
結
合
は
珍
し
く
な
い
で
す
が
、
ロ
シ
ア
語
な
ら
、

珍
し
い
こ
と
で
す
。
が
ん
ば
っ
て
文
字
通
り
に
訳
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
意
味

が
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ロ
シ
ア
的
に
す
る
と
、
原
文
の
味
が

失
わ
れ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で
、
そ
の
よ
う
な
文
を
訳
し
て
い
る
と
、

日
本
語
と
ロ
シ
ア
語
の
間
の
細
い
境
目
を
た
ど
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
で
す
。

人
間
界
と
自
然
界
が
あ
る
程
度
分
離
し
は
じ
め
た
の
は
西
行
の
時
代
（
つ
ま

り
一
二
世
紀
ご
ろ
）
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
西
行
を
は
じ
め
、
式
子
内
親
王
（
？

―
一
二
〇
一
）、
永
福
門
院
（
一
二
七
一
―
一
三
四
二
）
の
和
歌
を
読
む
と
、

周
囲
の
風
景
つ
ま
り
自
然
の
も
の
を
眺
め
な
が
ら
、
そ
の
美
し
さ
に
心
を
打
た

れ
た
作
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。

⑥
　
心
な
き
身
に
も
あ
は
れ
は
知
ら
れ
け
り
鴫
立
つ
沢
の
秋
の
夕
暮
れ

（
新
古
今
集
三
六
二
　
西
行
）

⑦
　
一
は
ら
ひ
は
げ
し
く
お
ろ
す
夕
暮
の
あ
ら
し
の
末
を
木
の
葉
に
ぞ
見
る

⑧
　
朝
戸
明
の
軒
ば
に
近
く
聞
ゆ
な
り
梢
の
か
ら
す
雪
ふ
か
き
こ
ゑ

（
二
首
と
も
永
福
門
院
百
番
自
歌
合
）

す
る
わ
け
で
す
。そ
れ
も
日
本
古
典
和
歌
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

地
名
も
掛
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
例
と
し
て
在

原
行
平
（
八
一
八
―
八
九
三
）
の
歌
を
挙
げ
ま
し
ょ
う
。

⑤
　
立
ち
別
れ
い
な
ば
の
山
の
み
ね
に
お
ふ
る
ま
つ
と
し
聞
か
ば
今
帰
り
来
む

（
古
今
集
三
六
五
）

こ
の
歌
は
行
平
が
都
を
立
っ
て
因
幡
（
現
在
の
鳥
取
県
）
の
国
へ
行
く
と
き
、

奥
さ
ん
に
宛
て
た
歌
で
す
。
実
際
に
因
幡
に
行
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、「
い

な
ば
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
で
す
が
、
因
幡
は
地
名
で
あ
っ
て
も
「
い
ぬ
」

（
現
代
語
に
す
れ
ば
、
去
る
、
行
く
）
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。「
ま
つ
」
も

よ
く
使
わ
れ
て
い
る
掛
詞
で
、「
松
の
木
」（
自
然
界
の
も
の
）
と
い
う
意
味
と

「
待
つ
」（
人
事
）
と
い
う
意
味
の
結
合
に
な
っ
て
い
ま
す
。

和
歌
の
中
に
は
も
ち
ろ
ん
、
平
安
時
代
の
散
文
に
も
そ
の
よ
う
な
人
事
と
自

然
の
結
合
の
例
が
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
『
源
氏
物
語
』を
読
ん
で
い
る
と
、

自
然
界
と
人
間
界
が
不
可
分
の
一
体
に
な
っ
て
い
て
、
時
間
と
空
間
が
登
場
人

物
の
内
面
世
界
と
続
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。空
模
様
も
登
場
人
物
の
心
情
の
現
わ
れ
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

も
し
道
ば
た
に
露
が
輝
い
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
露
よ
り
も
登
場
人
物
の
涙

だ
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、
人
が
亡
く
な
る
の
は
、
た
い
て
い
秋
で
、
自
然
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し
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
詩
歌
は
、
人
と
人
と
の
間
の
付
き
合
い
、
交
際
の
手
段

の
一
つ
だ
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
古
代
の
万
葉
集
の
和
歌
の
大
部
分
も
そ

の
よ
う
な
役
割
を
は
た
し
て
い
て
、
平
安
時
代
に
な
る
と
、
歌
は
男
性
と
女
性
と

の
付
き
合
い
の
中
で
、
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
要
素
と
な
っ
た
の
で
す
。
和
歌
か

ら
生
ま
れ
た
連
歌
、
俳
諧
の
連
歌
も
人
と
人
と
の
交
際
の
手
段
で
あ
っ
て
、
今
で

も
そ
の
よ
う
な
性
質
を
失
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
も
日
本
詩
歌
の
目
立
つ
特

徴
で
あ
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
現
代
の
俳
句
に
も
挨
拶
と
い
う
要
素
が
な
く
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
多
く
の
俳
人
が
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
現
代
の
歌

人
、
俵
万
智
も
『
歌
が
い
の
ち
を
も
ら
う
と
き
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、

歌
を
通
じ
て
多
く
の
読
者
と
の
出
会
い
が
可
能
に
な
っ
て
、
人
と
の
付
き
合
い

が
広
く
な
っ
て
く
る
と
か
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。

そ
の
特
徴
と
直
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
も
う
一
つ
の
特
徴
で
す
。
と
い

う
の
は
、ポ
エ
ト
リ
ー
と
日
常
生
活
の
相
互
関
係
で
す
。
そ
の
点
か
ら
見
て
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
人
は
昔
か

ら
一
般
の
人
に
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
高
い
存
在
と
見
ら
れ

て
い
て
、
詩
を
作
る
過
程
そ
の
も
の
は
、
詩
人
で
な
け
れ
ば
決
し
て
で
き
な
い

よ
う
な
、
な
ん
と
か
神
様
の
範
囲
内
へ
突
入
す
る
か
の
よ
う
な
出
来
事
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。た
と
え
ば
ロ
シ
ア
の
現
代
の
詩
人
ナ
ウ
ム
・
コ
ル
ジ
ャ
ー

ヴ
ィ
ンN

A
U

M
 K

O
R

JA
V

IN

（
一
九
二
五
―
）
は
「
ポ
エ
ト
リ
ー
の
使
命
は

天
へ
の
突
入
だ
」と
述
べ
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
一
般
の
人
は
下
の
世
界
、

つ
ま
り
地
上
で
生
活
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ポ
エ
ト
リ
ー
と
か
か
わ
っ
て
い

以
上
の
三
首
の
歌
を
読
ん
で
み
る
と
、
そ
の
前
に
引
用
し
た
歌
と
の

違
い
が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
と
い
い
ま
す
と
、
作
者
が
そ
の
中
の

自
然
界
の
も
の
を
歌
に
入
れ
た
の
は
、
自
分
の
心
情
を
も
っ
と
効
果
的

に
表
現
す
る
た
め
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
自
然
界
の
も
の
の
客
観
的

な
価
値
を
認
め
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
面
白
い
の
は
、
永
福
門
院
の
歌

の
中
の
烏
の
よ
う
な
、
以
前
の
和
歌
に
な
か
っ
た
具
体
的
な
デ
イ
テ
ー

ル
で
す
。
大
体
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
は
主
体
と
客
体
が
分
離
し
始
め
た

証
拠
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
分
離
が
発
生
し

な
か
っ
た
ら
、
俳
諧
も
芭
蕉
の
発
句
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

西
行
や
永
福
門
院
の
歌
を
紀
貫
之
の
歌
（
山
桜
霞
の
間
よ
り
ほ
の
か
に

も
…
…
）と
比
べ
て
み
ま
す
と
、
貫
之
は
山
桜
を
自
分
の
目
で
見
た
と
し
て
も
、

山
桜
の
美
し
さ
を
歌
で
表
現
す
る
の
を
自
分
の
目
的
と
し
な
い
で
、
そ
の
歌
を

通
じ
て
、
相
手
、
つ
ま
り
あ
る
女
性
に
自
分
の
心
情
、
思
い
を
で
き
る
だ
け
効

果
的
に
伝
え
た
か
っ
た
の
で
す
。
あ
の
時
代
の
歌
の
多
く
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
役

割
を
果
た
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
も
日
本
の
詩
歌
の
と
て
も
重
要
な
特
徴

の
一
つ
だ
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ポ
エ
ト
リ
ー
は
元
来
作
者
の
心
情
を
表
現
す
る
の
を
目
的
と
し

て
い
ま
し
た
。
自
己
表
現
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
今
も
大
体
そ
う
で
す
。
も
し

何
か
を
呼
び
か
け
よ
う
、
訴
え
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
決
ま
っ
た
人
へ
の
呼
び

か
け
よ
り
も
、
全
世
界
へ
の
呼
び
か
け
、
訴
え
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
た
い
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こ
の
歌
は
、
狭
野
弟
上
娘
子
が
遠
い
国
へ
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
恋
人
中

臣
宅
守
に
送
っ
た
歌
で
す
。
大
自
然
の
力
に
む
か
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
障
害
物

を
設
け
て
、
恋
人
を
都
に
引
き
止
め
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
頼
ん
で
い
る
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
万
葉
集
の
歌
の
中
で
も
、
人
間
を
相
手
に
す
る
歌
が
多
か
っ
た

の
で
す
が
、
古
今
集
の
時
代
に
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
歌
が
圧
倒
的
に
多
く

な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
一
例
と
し
て
は
、
前
に
引
用
し
た
紀
貫
之
の
山
桜
の
歌

も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
思
う
人
に
宛
て
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
、「
会
い
た
い
」

と
い
う
気
持
ち
を
潜
め
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
の
日
本
古
典
文
学
の
特
徴
と
し
て
は
、
表
現
の
最
小
限
化
と
も
い

え
る
傾
向
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
作
者
は
自
分
の
心
情
を
で
き
る
だ
け
簡
潔

に
、
短
く
表
現
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
こ
と
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
的
な

詩
は
長
さ
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
長
い
詩
の
ほ
う
が
多
か
っ
た

の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
日
本
に
お
い
て
は
万
葉
集
の
段
階
で
は
長
歌
も
あ
っ

て
も
、
次
第
に
短
歌
の
ほ
う
が
前
面
に
出
て
、
後
に
短
歌
よ
り
短
い
定
型
、
俳

句
も
生
ま
れ
て
き
ま
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
は
作
者
の
心
情
の
様
々
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ん
で
い
ま

す
。
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
多
彩
で
、
多
様
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
詩
の
価
値
が

高
く
な
る
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
歌
や
句
は
た
だ

一
つ
の
心
情
、
悲
し
み
と
か
、
喜
び
と
か
、
何
が
望
ま
し
い
の
か
、
何
が
ほ
し

い
の
か
と
い
う
よ
う
な
、
心
情
に
集
中
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
よ
う
な
傾
向
（
つ
ま
り
表
現
最
小
限
化
と
も
い
え
る
傾
向
）
は
日
本
の

る
人
、
つ
ま
り
詩
人
は
天
を
目
指
し
て
進
ん
で
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

日
本
で
は
、
そ
れ
と
違
っ
て
、
ポ
エ
ト
リ
ー
を
は
じ
め
、
文
学
全
体
（
そ
の
上
、

文
学
だ
け
で
な
く
、
音
楽
、
美
術
も
そ
う
で
し
た
）
は
日
常
生
活
の
中
で
生
ま

れ
て
、
そ
の
日
常
生
活
の
中
で
生
き
て
い
て
、
日
常
生
活
と
密
接
に
結
び
付
い

て
い
た
の
で
す
。
和
歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
選
ば
れ
た
人
物
で
は
な
く
、
一
般
の

人
々
で
し
た
。
そ
れ
は
万
葉
集
を
読
ん
で
み
る
と
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
も
う

一
つ
の
違
い
は
、
詩
人
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
関
係
が
あ
り
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
な

ら
、
ポ
エ
ト
リ
ー
は
男
性
の
営
み
、
仕
事
、
使
命
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
女
性
は
、
も
し
詩
を
作
っ
た
と
し
て
も
、
女
流
詩
人
は
女
流
作
家
と
同
じ

よ
う
に
、
例
外
と
思
わ
れ
た
の
で
す
。
日
本
は
、
ポ
エ
ト
リ
ー
の
分
野
に
お
い

て
だ
け
は
、
男
性
も
女
性
も
昔
か
ら
平
等
で
し
た
。

そ
れ
に
日
本
の
歌
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩
と
違
っ
て
、
作
者
の
心
情
の
表
現
と

い
う
よ
り
も
、
一
種
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
か
の
よ
う
で
、
歌
を
詠
む
目
的
は

い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
大
体
に
お
い
て
、
何
か
の
情
報
を
で
き
る

だ
け
効
果
的
に
相
手
に
伝
え
る
こ
と
で
し
た
。
し
か
も
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、

相
手
に
自
分
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
を
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

も
そ
の
相
手
は
人
間
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
万
葉
集
の
歌
の
中
で
、
自

然
の
力
を
相
手
と
す
る
歌
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

⑨
　
君
が
行
く
道
の
長な
が

手て

を
繰く

り
畳た

た

ね
焼
き
滅
ぼ
さ
む
天あ

め

の
火
も
が
も

（
万
葉
集
三
七
四
六
　
狭
野
弟
上
娘
子
）
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前
に
日
本
で
使
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

日
本
の
古
典
小
説
と
も
い
え
る
物
語
は
、
も
し
一
般
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
が

あ
っ
て
も
、そ
の
構
造
の
一
番
大
切
な
要
素
は
、
一
つ
一
つ
の
場
面
で
、ス
ト
ー

リ
ー
は
、
も
し
あ
る
と
し
て
も
、
た
だ
そ
の
場
面
を
つ
な
ぐ
二
次
的
な
役
割
を

は
た
し
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

日
本
の
古
典
物
語
の
中
で
、
統
一
の
構
造
と
連
続
的
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る

の
は
、『
竹
取
物
語
』だ
け
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。し
か
し『
竹
取
物
語
』

は
日
本
本
来
の
作
品
な
の
か
ど
う
か
は
疑
問
な
の
で
す
。
中
国
の
伝
奇
小
説
に

な
ら
っ
て
作
ら
れ
た
作
品
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『
落
窪
物
語
』
は
継
子
い

じ
め
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
な
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
れ
よ
り
も

む
し
ろ
一
つ
一
つ
の
場
面
、
様
々
な
デ
イ
テ
ー
ル
を
重
視
し
て
い
る
の
で
す
。

『
源
氏
物
語
』
も
そ
う
で
す
。『
源
氏
物
語
』
は
、
一
般
的
な
筋
、
構
想
、
何
が

原
因
で
、
何
が
結
果
だ
と
い
う
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト
が
あ
る
に
は
あ
り
ま
す
が
、

ス
ト
ー
リ
ー
、
つ
ま
り
、
順
々
に
つ
む
が
れ
る
出
来
事
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
構

造
の
重
点
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
す
。例
と
し
て
は
、「
賢

木
」
巻
の
終
点
で
あ
る
光
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
密
会
の
場
面
（
二
人
が
朧
月
夜

の
父
親
右
大
臣
に
見
ら
れ
て
、
怒
ら
れ
た
場
面
）
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
実
は
そ

れ
は
光
源
氏
の
運
命
、
つ
ま
り
一
般
的
な
筋
立
て
の
進
展
か
ら
見
る
と
、
と
て

も
重
要
な
場
面
で
す
が
、
独
立
し
た
出
来
事
と
し
て
描
か
れ
て
い
て
、
そ
の
後

何
が
あ
っ
た
の
か
が
描
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
次
の
巻
の
中
で
も
、
そ
の
こ
と
に

全
然
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
密
会
と
源
氏
の
須
磨
流
寓
と
の
つ
な
が
り
に

古
典
散
文
に
も
あ
る
程
度
で
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
そ
の
現
わ
れ
の
一
つ
と
し
て

は
、『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
古
典
小
説
と
も
い
え
る
物
語
は

一
定
し
た
構
想
に
基
づ
い
た
プ
ロ
ッ
ト
が
な
い
こ
と
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
時
代
の
小
説
を
見
る
と
、
そ
の
要
に
な
る
の
は
、
急
激

に
展
開
し
て
い
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
す
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
は
、
実
際
の

時
の
流
れ
に
ち
っ
と
も
従
わ
な
い
で
、
想
像
上
の
架
空
の
時
の
流
れ
に
左
右

さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
の
流
れ
の
出
発
点
は
二
人
の
主
人
公
の
最
初
の
出
会

い
で
、
そ
の
終
点
に
な
る
の
は
主
人
公
の
再
会
、
つ
ま
り
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で

す
。
そ
の
二
点
の
間
に
次
々
に
起
こ
る
突
然
な
予
期
し
な
い
出
来
事
が
挟
ま
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
読
者
を
日
常
生
活
か
ら
架
空
の
理

想
的
な
世
界
に
誘
っ
て
く
れ
ま
す
。
小
説
の
舞
台
と
し
て
は
何
か
エ
キ
ゾ
チ
ッ

ク
な
国
で
、
日
常
生
活
の
具
体
的
な
描
写
が
決
し
て
見
ら
れ
な
い
の
で
す
。
そ

の
よ
う
な
小
説
の
パ
タ
ー
ン
を
壊
そ
う
と
し
た
作
家
は
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り

ご
ろ
に
な
っ
て
初
め
て
現
れ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
ス
タ
ー
ン
（
一
七
一
三

―
一
七
六
八
）
も
そ
の
一
人
で
す
。

ス
タ
ー
ン
の
有
名
な
小
説
『
ト
リ
ス
ト
ラ
ム
・
シ
ャ
ン
デ
ィ
』
の
中
で
、
全

体
の
プ
ロ
ッ
ト
と
関
係
の
な
い
よ
う
な
様
々
な
具
体
的
な
も
の
ご
と
が
描
写
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
例
と
し
て
は
、
ト
ビ
叔
父
さ
ん
が
ど
の
よ
う
に
し
て
パ
イ
プ

の
灰
を
振
り
落
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
動
作
の
描
写
が
挙
げ
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
は
、
当
時
す
ご
い
新
機
軸
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
新
機
軸
と
考
え
ら
れ
た
そ
の
文
学
の
表
現
法
は
も
う
八
百
年
ぐ
ら
い
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も
の
を
一
つ
一
つ
じ
っ
く
り
見
た
く
な
る
の
は
、
当
た
り
前
で
す
。

物
語
の
作
者
は
こ
の
よ
う
に
垣
間
見
し
た
世
界
を
描
い
て
い
ま
す
か
ら
、
叙

述
も
断
片
的
に
、
し
か
も
微
細
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
に
、
平
安
時
代

の
女
性
の
生
活
は
、
非
常
に
動
き
、
移
動
に
乏
し
か
っ
た
の
で
、
物
語
の
中
に

も
室
内
に
対
座
し
て
い
る
人
物
の
姿
が
自
然
的
に
前
面
に
出
て
き
ま
す
。
そ
れ

は
当
た
り
前
で
す
ね
。
移
動
す
る
人
の
注
意
を
引
く
の
は
、
途
中
で
起
こ
る
出

来
事
、
目
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
様
々
の
風
景
な
ど
で
す
が
、
あ
ま
り
移
動

し
な
い
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
回
り
に
あ
る
微
細
な
も
の
、
自
分
の
心
の
些
細

な
動
き
が
何
よ
り
も
大
切
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

文
学
だ
け
で
は
な
く
、
屏
風
絵
や
物
語
絵
巻
に
も
、
同
じ
よ
う
な
特
徴
が
見

ら
れ
ま
す
。
絵
巻
に
お
い
て
も
作
者
が
鍵
穴
と
か
覗
き
窓
か
ら
家
の
内
部
を
覗

い
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
吹
き
ぬ
き
屋
台
と
い
う
技
法
も
よ
く
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ま
た
、
屋
内
に
対
座
し
て
い
る
人
物
の
姿
が
目

立
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
上
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
土
佐
派
の
物
語
絵
を
見
る

と
、
そ
の
な
く
て
は
な
ら
な
い
要
素
に
い
わ
ゆ
る
金
雲
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
金

雲
に
よ
っ
て
絵
巻
の
画
面
、
つ
ま
り
物
語
の
点
か
ら
見
る
と
連
続
的
に
起
こ
っ

て
い
る
出
来
事
、
つ
ま
り
ス
ト
ー
リ
ー
は
「
見
ら
れ
る
」
場
面
と
「
見
ら
れ
な

い
」
場
面
に
区
分
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
物
語
を
読
ん
で
い
る
人
も
、

絵
巻
を
見
て
い
る
人
も
、そ
の
「
見
ら
れ
る
」出
来
事
、
場
面
だ
け
に
基
づ
い
て
、

物
事
の
一
般
的
な
成
り
行
き
が
ど
う
で
あ
る
か
が
判
断
で
き
ま
す
。
金
雲
の
向

う
で
、
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、
想
像
に
任
せ
る
よ
り
他
は
な
い
で
し
ょ
う
。

つ
い
て
は
、
筆
者
紫
式
部
は
読
者
の
想
像
に
任
せ
る
か
の
よ
う
で
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
典
小
説
で
し
た
ら
、
そ
の
密
会
の
続
き
と
し
て
は
、
か
な

ら
ず
右
大
臣
や
弘
徽
殿
女
御
の
陰
謀
、
そ
の
陰
謀
の
結
果
と
し
て
光
源
氏
が
帝

の
勘
気
を
受
け
て
、
須
磨
へ
の
退
去
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
た
と
い
っ
た
出
来

事
の
順
々
の
描
写
が
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
密
会
は
原
因
で
、
須
磨
へ

の
退
去
は
結
果
で
、
時
間
的
に
続
く
は
ず
の
出
来
事
で
す
が
、
紫
式
部
は
そ
の

直
接
な
つ
な
が
り
を
あ
ら
わ
に
し
ま
せ
ん
。
密
会
と
須
磨
へ
の
退
去
の
間
に
、

そ
の
二
つ
の
出
来
事
と
ぜ
ん
ぜ
ん
関
係
の
な
い
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
が
は

さ
ま
れ
て
い
ま
す
。

『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
ま
す
と
、
よ
く
「
垣
間
見
」
と
言
う
の
が
出
て

き
ま
す
。
登
場
人
物
が
お
互
い
の
様
子
を
垣
間
見
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
筆

者
も
登
場
人
物
の
生
活
を
垣
間
見
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
じ
で
す
。
そ
れ
も

平
安
時
代
固
有
の
日
常
生
活
の
様
式
と
直
接
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
と
い
い

ま
す
の
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
男
性
の
世
界
、
女
性

の
世
界
と
い
っ
た
二
つ
の
離
れ
た
世
界
が
あ
っ
て
、
男
性
は
女
性
の
様
子
を
、

女
性
は
男
性
の
様
子
を
知
る
の
に
垣
間
見
（
垣
間
聞
き
と
い
え
る
の
も
あ
り
ま

し
た
が
）
と
い
う
方
法
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
感
じ
が
し
て
な
ら
な
い

の
で
す
。
垣
間
見
と
言
い
ま
す
の
は
、
鍵
穴
か
ら
部
屋
の
中
を
覗
く
と
か
、
被

写
体
に
カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
を
合
わ
せ
て
見
る
と
か
と
大
体
同
じ
よ
う
な
こ
と

で
、
ク
ロ
ー
ズ
・

ア
ッ
プ
に
近
い
で
し
ょ
う
。
対
象
の
限
ら
れ
た
部
分
だ
け

し
か
見
ら
れ
な
い
の
で
す
。
見
ら
れ
る
も
の
が
限
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
の
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そ
の
よ
う
な
見
ら
れ
な
い
部
分
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
朝
顔
の
話
や
あ
る
程
度

で
六
条
の
話
で
す
。
光
源
氏
が
ど
こ
で
、
ど
う
や
っ
て
そ
の
女
性
に
知
り
合
っ

た
の
か
ま
っ
た
く
不
明
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
「
垣
間
見
」
と
か
い
わ
れ
る
描
写
の
仕
方
こ
そ
俳
句
へ
の

道
を
開
い
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
ロ
シ
ア
の
有
名
な
映
画
監
督
エ
イ
ゼ
ン

シ
ュ
テ
イ
ン
（
一
八
九
八
―
一
九
四
八
）
は
、
若
い
時
に
日
本
語
を
勉
強
し
た

こ
と
が
あ
り
、
そ
の
後
も
日
本
へ
の
関
心
が
強
く
、
日
本
文
化
、
芸
術
に
関
す

る
ユ
ニ
ー
ク
な
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
ま
し
た
。
彼
が
一
九
二
九
年
に
書
い
た
エ
ッ

セ
イ
の
中
で
、
映
画
の
各
シ
ョ
ッ
ト
の
つ
な
ぎ
方
と
し
て
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
重

視
し
て
い
る
つ
い
で
に
、
日
本
芸
術
は
も
ち
ろ
ん
、
日
本
の
ポ
エ
ト
リ
ー
、
特

に
俳
諧
も
か
な
り
以
前
か
ら
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
使
っ
て
い
る
と
書
い
て
い
ま

す
。
そ
の
原
因
は
象
形
文
字
で
育
っ
た
日
本
人
の
特
別
な
世
界
認
識
に
あ
る
そ

う
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
漢
字
も
あ
る
意
味
で
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
よ
っ
て
組
み
合

わ
せ
た
も
の
だ
か
ら
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ
テ
イ
ン
は
特
に
俳
句
に
興
味
を
持
っ
て
い
て
、
物
語
に
つ
い

て
は
何
も
書
い
て
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
の
方
法
を
は
じ
め

て
使
っ
た
の
は
、
物
語
の
作
者
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
す

る
と
、
今
全
世
界
で
人
気
を
集
め
て
い
る
俳
句
が
ほ
か
で
も
な
い
日
本
で
生
ま

れ
た
の
も
偶
然
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

― 

タ
チ
ア
ー
ナ
・
ソ
コ
ロ
ワ
＝
デ
リ
ュ
ー
シ
ナ
、
翻
訳
家
・
日
本
文
学
研
究
者 

―


