
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
きム
ロ而

物
語
体
小
説
と
い
う
試
み
|
|
|

は
じ
め
に

「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は
、
梶
井
基
次
郎
の
作
品
の
な
か
で
は
、
特
異
な
形
態

を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
、
〈
俺
〉
が
〈
お
前
〉
に
向
け
て
話
を

す
る
、
そ
の
台
詞
の
部
分
が
、
そ
の
ま
ま
小
説
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
点

に
お
い
て
で
あ
る
。
論
者
は
こ
の
形
態
を
、
そ
う
い
っ
た
語
り
手
の
物
語
と
い
う

意
味
で
、
物
語
体
小
説
と
呼
び
た
い
と
考
え
て
い
石
。

梶
井
は
二
十
編
の
小
説
を
完
成
さ
せ
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
「
橡
の
花
ー
ー
ー
あ

る
私
信
|
|
」
と
「
K
の
昇
天

1
1
1
或
は
K
の
溺
死
|
|
」
と
い
う
、
あ
る
特

定
の
人
物
が
別
の
特
定
の
人
物
に
書
き
送
っ
た
書
簡
の
文
面
が
、
そ
の
ま
ま
小
説

の
内
容
と
な
っ
た
形
態
の
小
説
、
い
わ
ゆ
る
書
簡
体
小
説
が
あ
る
。
書
簡
体
小
説

は
、
小
説
に
は
直
接
描
か
れ
な
い
が
、
書
き
手
の
存
在
が
確
実
で
あ
る
と
い
う
点

で
、
語
り
手
の
存
在
が
確
実
な
物
語
体
小
説
と
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、

物
語
体
小
説
の
方
が
、
聞
き
手
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
直
接
的
に
描
け
る
と
考
え
ら

れ
、
同
一
に
は
扱
え
な
い
点
が
あ
る
。

そ
し
て
、
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は
、
梶
井
の
小
説
の
な
か
で
、
唯
一
、
物
語

体
小
説
と
い
、
つ
特
殊
な
形
態
を
持
っ
た
小
説
な
の
で
あ
る
。

士
口

将

弘
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し
か
し
、
こ
れ
ま
で
、
そ
の
点
を
含
め
た
論
考
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
本
稿

で
は
、
こ
の
作
品
が
物
語
体
小
説
で
あ
る
点
を
視
座
と
し
て
、
作
品
の
成
立
に
関

す
る
問
題
と
、
作
品
の
読
み
に
つ
い
て
の
問
題
を
考
案
し
て
行
き
た
い
。

成
立
考
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-
成
立
過
程
と
問
題
の
所
在

ま
ず
最
初
に
、
成
立
過
程
を
整
理
し
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た

し、。
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は
、
梶
井
の
作
品
と
し
て
は
珍
し
く
、
草
稿
の
類
が
散

逸
し
て
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
唯
一
、
草
稿
と
呼
べ
る
も
の
は
、
梶
井
の
日

記
第
一
一
一
帖
に
あ
る
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
け
で
あ
る
。

桜
の
樹
の
下
に
は
屍
体
が

埋
ま
っ
て
ゐ
る

私
達
は
渓
に
沿
っ
た
街
道
の
午
後
を
散
歩
し
て
ゐ
た
。

こ
れ
を
論
者
は
仮
に
、
草
稿
版
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
草
稿
版

は
、
「
冬
の
蝿
」
草
稿
(
昭
和
三
年
三
回
)
と
、
「
聞
の
絵
巻
」
第
二
稿
(
昭
和
四



年
四
月
)
と
の
聞
に
位
置
し
て
い
る
。
筑
摩
書
房
版
『
梶
井
基
次
郎
全
鎚
』
(
以

下
『
全
集
」
と
呼
ぶ
)
に
よ
る
と
、
「
冬
の
蝿
」
草
稿
が
日
記
第
二
一
帖
の
九
j

四
二
頁
、
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
草
稿
が
四
五
頁
、
「
閣
の
絵
巻
」
第
二
稿
が
、
四

七
i
五
六
頁
と
な
っ
て
お
目
、
そ
の
聞
の
物
で
あ
る
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。

(
淀
野
隆
三
の
『
全
集
』
脚
注
で
は
昭
和
三
年
一

O
月
の
も
の
と
し
て
い
る
。
こ

れ
に
は
後
で
触
れ
る
。
)

つ
い
で
、
こ
の
作
品
は
、
昭
和
三
年
二
一
月
、
『
詩
と
詩
論
』
に
掲
載
さ
れ
た
。

こ
れ
を
初
出
版
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
初
出
版
の
末
尾
を
削
除
し
た
も

の
が
、
作
品
集
『
樗
様
」
(
昭
和
六
年
五
月
武
蔵
野
書
院
)
に
収
め
ら
れ
た
。
現

在
の
『
全
集
」
お
よ
び
各
文
庫
版
な
ど
は
全
て
こ
れ
に
拠
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
、

作
品
集
版
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

以
上
に
よ
り
、
現
在
私
達
は
、
三
種
類
の
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
を
見
る
こ
と

が
出
来
る
。

こ
の
他
に
、
現
存
し
て
い
な
い
が
、
今
一
つ
、
そ
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
も
の

が
あ
る
。

梶
井
基
次
郎
が
生
前
に
出
版
し
た
、
「
樗
様
』
の
刊
行
に
は
、
友
人
の
淀
野
隆

三
の
力
が
大
き
い
の
だ
が
、
そ
の
出
版
に
際
し
て
、
梶
井
は
事
細
か
に
淀
野
に
作

品
の
成
立
順
序
を
書
い
た
書
簡
を
送
っ
て
い
る
。
(
昭
和
六
年
四
月
六
日
付
書
簡
)

そ
れ
か
ら
、
順
序
は
発
表
年
月
の
そ
れ
に
よ
り
ま
し
た
が
念
の
た
め
に
、

「
桜
の
樹
の
下
に
は
:
:
:
」
以
後
、
「
愛
撫
」
の
前
ま
で
を
、
岡
山
ひ
出
せ
た

ら
、
正
し
く
お
教
へ
下
さ
い
。
僕
は
次
の
や
う
に
し
た
の
で
す
が
、

ー
、
桜
の
樹
の
下
に
は
:
:
:
(
昭
和
二
・
十
二
月
コ
レ
ハ
創
作
ノ
日

附
デ
ス
)
。

(
中
略
作
品
の
成
立
時
期
が
記
さ
れ
て
い
る
)

6
、
あ
る
崖
上
の
感
情
(
一
一
一
年
七
月
文
芸
都
市
)

コ
レ
ハ
思
ヒ
出
セ
マ
セ
ン
ガ
年
月
ハ
創
作
日
付
デ
デ
モ
発
表
日
ヅ
ケ
デ

デ
モ
ワ
カ
ツ
テ
ヰ
ル
方
デ
ヤ
ツ
テ
下
サ
イ
。
少
シ
グ
ラ
ヒ
ノ
チ
ガ
ヒ
デ
ス

カ
ラ
。

(
後
略
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は
、
昭
和
二
年
二
一
月
に
完
成
し
て

い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
原
版
と
呼
ぶ
。

こ
れ
に
よ
り
、
現
在
の
形
の
作
品
に
な
る
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な

過
程
を
経
て
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

成

立

時

期

昭
和
三
年
二
一
月
以
前
で
あ
る

の
は
確
実

昭
和
六
年
五
月
以
前
で
あ
る
の

は
確
実

-26-

①
原
版

②
草
稿
版

①
初
出
版

現
存
せ
ず

昭
和
二
・
二
一

昭
和
三
・
三
l
昭
和
田
・
四

昭
和
三
・
九
l
一
O

④
作
品
集
版

昭
和
六
・
四
頃

少
な
く
と
も
、
と
書
い
た
の
は
、
各
過
程
の
問
に
、
こ
れ
以
外
に
も
数
多
く
の

草
稿
が
存
在
し
た
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、
作
品
の
成
立
過
程
に
関
す
る
問
題
点
を
整
理
す
る
。

ま
ず
、
①
原
版
は
、
そ
の
存
在
が
梶
井
の
書
簡
に
よ
っ
て
い
る
以
上
、
梶
井
の

記
憶
違
い
で
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
時
点
で
は
存
在
し
た
と
考
え
る
よ
り
他
な
い
。

ま
た
、
③
初
出
版
お
よ
び
④
作
品
集
版
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
雑
誌
、
書

籍
の
発
行
よ
り
前
、
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
時
期
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
作
品
集

版
に
つ
い
て
は
、
四
月
頃
に
、
淀
野
と
校
正
に
つ
い
て
の
書
簡
の
や
り
と
り
が
あ

る
の
で
、
そ
の
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
来
、
問
題
に
さ
れ
て
き
た
の
は
、



②
草
稿
版
の
成
立
に
つ
い
て
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
日
記
の
頁
数
か
ら
、
昭
和
三
年
三
月
か
ら
昭
和
四
年
四

月
ま
で
の
問
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
お
お
よ
そ
一
年
の
幅

が
あ
る
事
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
草
稿
版
が
、
原
版
に
近
い
形
の
も
の
な
の
か
、

そ
れ
と
も
初
出
版
と
さ
ほ
ど
違
わ
な
い
位
置
の
も
の
な
の
か
が
、
は
っ
き
り
し
な

い
の
で
あ
る
。

2

先
行
論
比
較

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
程
の
範
囲
の
中
で
微
妙
な
差
で
、
諸
説
が
た
て
ら
れ

て
い
る
。
次
に
、
先
行
論
を
比
較
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
最
も
代
表
的
な
も
の
は
、
既
に
あ
げ
た
淀
野
隆
三
の
『
全
集
」
脚
注
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
草
稿
版
は
昭
和
三
年
一

O
月
の
物
と
し
て
い
る
。
こ
れ

に
対
す
る
批
判
か
ら
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
研
究
は
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。

中
谷
孝
蛇
は
、
こ
れ
に
反
論
し
、
〈
そ
の
文
λ

早
か
ら
見
て
も
、
そ
の
物
の
考
へ

方
か
ら
見
て
も
、
〉
〈
湯
ケ
島
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
か
考
へ
ら
れ
な
い
〉
と

述
べ
て
い
る
。

津
田
薫
は
、
梶
井
の
書
簡
か
ら
〈
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は
昭
和
二
年
二
一
月

の
制
作
〉
で
あ
る
と
し
、
中
谷
の
説
に
同
意
し
た
の
ち
、
昭
和
三
年
九
月
二
二
日

付
北
川
冬
彦
宛
書
簡
の
、

君
の
薬
害
の
趣
、
感
謝
し
て
読
ん
だ
例
の
も
送
る
か
ら
ま
だ
役
に
立
て

ば
使
っ
て
貰
っ
て
結
構
、
し
か
し
僕
の
も
の
な
ど
出
し
て
非
難
な
ど
う
け
な

い
や
う
殊
に
例
の
は
読
み
返
し
て
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
不
備
な
も
の
だ

と
い
う
一
節
か
ら
、
〈
例
の
〉
は
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
で
あ
り
、
〈
不
備
な
も

の
〉
で
あ
っ
た
と
し
て
、
推
肢
が
行
な
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
日
記

の
草
稿
(
本
稿
に
お
け
る
草
稿
版
)
は
、
そ
の
過
程
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
、

〈
北
川
宛
書
簡
(
町
三
・
九
・
十
一
二
)
以
降
、
十
二
月
の
『
詩
と
詩
論
」
に
発
表

さ
れ
る
ま
で
の
問
、
た
ぶ
ん
十
月
か
十
一
月
頃
〉
だ
ろ
う
、
と
述
べ
て
、
淀
野
の

説
に
同
意
し
て
い
る
。

鈴
木
沙
那
美
は
、
『
転
位
す
る
魂
梶
井
基
次
郎
」
の
年
譜
で
〈
二
一
月
こ
ろ
の
作

か
?
〉
と
し
、
本
文
中
で
は
、
梶
井
が
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
を
北
川
冬
彦
と
伊

藤
整
に
話
し
た
と
い
う
有
名
な
逸
話
を
ひ
い
て
、
そ
の
頃
(
昭
和
三
年
五
月
前
後
)

と
し
て
い
る
。

桐
山
金
吾
は
、
昭
和
二
年
二
一
月
に
〈
一
応
潤
筆
〉
、
以
後
〈
幾
度
か
の
推
敵
〉

が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
述
べ
、
草
稿
版
に
つ
い
て
は
、
全
集
の
成
立
年
次
に
疑
問

を
一
不
し
な
が
ら
も
、
〈
(
昭
和
三
年
)
三
月
以
降
〉
と
述
べ
て
い
る
。

森
晴
雄
は
、
『
樗
襟
」
で
、
昭
和
二
年
二
一
月
の
作
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
淀

野
隆
三
が
、
『
詩
と
詩
論
」
の
刊
行
日
(
昭
和
三
年
三
一
月
)
と
間
違
え
た
か
ら
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で
あ
る
、
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
説
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
桜
の
樹
の
下

に
は
」
は
〈
昭
和
三
年
九
月
以
前
〉
の
成
立
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

梶
井
自
身
が
〈
創
作
ノ
日
附
デ
ス
〉
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
重
視
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。
草
稿
版
に
つ
い
て
は
、
全
集
の
脚
注
を
〈
誤
り
〉
と
断
じ
、
そ
の

根
拠
と
し
て
、
前
述
の
北
川
冬
彦
宛
書
簡
が
昭
和
三
年
九
月
一
一
一
一
一
日
の
も
の
で
あ

り
、
こ
の
時
点
で
完
成
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
森
は
、

草
稿
版
が
昭
和
三
年
九
月
以
前
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

3
草
稿
版
の
内
容

以
上
の
よ
う
に
、
中
谷
の
〈
湯
ケ
鳥
時
代
〉
説
以
外
は
、
淀
野
・
津
田
の
一

O

月
説
、
鈴
木
・
桐
山
の
三
月
(
以
前
)
説
、
森
の
九
月
以
前
説
、
と
も
に
昭
和
三



年
の
あ
る
一
時
期
を
あ
げ
て
い
る
。
諸
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
の
根
拠
を
、
書
簡

に
、
あ
る
い
は
日
記
に
求
め
て
い
る
わ
け
だ
が
、
論
者
は
、
草
稿
版
そ
の
も
の
を
、

い
ま
少
し
考
察
の
対
象
に
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
単
に
草
稿
版
が
何

時
計
百
か
れ
た
か
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
性
質
を
考
察
し
て
、
成
立
過

程
の
な
か
に
位
置
付
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
の
草
稿
と
思
え
る
も
の
は
、

日
記
第
二
一
帖
の
四
十
五
頁
に
あ
る
。
こ
の
前
二
頁
と
後
一
頁
は
余
白
と
な
っ
て

い
る
。
従
っ
て
論
者
は
、
こ
の
買
に
あ
る
三
行
目
、
す
な
わ
ち
、
〈
私
達
は
渓
に

沿
っ
た
街
道
の
午
後
を
散
歩
し
て
ゐ
た
。
〉
ま
で
を
、
草
稿
だ
と
考
え
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
草
稿
版
を
は
さ
ん
で
書
か
れ
て
い
る
「
冬
の
蝿
」
草
稿
に
も
「
閣
の

絵
巻
」
草
稿
に
も
〈
私
達
〉
の
去
場
す
る
余
地
が
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
「
桜

の
樹
の
下
に
は
」
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
論
者
が
あ
え
て
、

こ
の
こ
と
を
記
し
た
の
は
、
多
く
の
場
合
、
最
後
の
一
行
は
、
「
桜
の
樹
の
下
に

は
」
の
草
稿
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
全
集
」
第
一
巻

編
者
註
は
、
〈
表
題
と
書
き
出
し
の
一
行
が
あ
る
だ
け
〉
と
述
べ
て
、
二
一
行
目
も

草
稿
と
見
て
い
る
が
、
例
え
ば
、
桐
山
金
吾
は
、
〈
題
名
と
も
草
稿
の
書
き
出
し

と
も
み
ら
れ
る
二
行
の
記
述
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
〉
と
述
べ
、
ま
た
、
森
晴
雄

も
、
二
行
分
し
か
引
用
し
て
い
な
い
。

し
か
し
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
一
行
も
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
の
草
稿
の
一
部

な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
わ
ず
か
一
行
と
は
い
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
梶
井
が
書
こ
う
と

し
て
い
た
小
説
に
は
、
少
な
く
と
も
、
〈
私
達
〉
と
い
う
二
人
の
登
場
人
物
が
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
で
、
草
稿
版
は
、
現
在
の
物
語
体
小
説
に
近
い
と
言

え
る
。
つ
ま
り
、
草
稿
版
で
は
、
〈
私
達
〉
は
た
だ
話
を
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

作
品
中
で
動
く
人
物
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
二
人
の
人
物
の
会
話
に
よ
っ
て
進
行

さ
れ
る
作
品
だ
と
想
像
で
き
る
。
従
っ
て
、
草
稿
版
は
、
物
語
体
小
説
へ
の
過
程

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
草
稿
版
は
、
現
在
の
作
品
に
共
通
す
る
要
因
を
、
既
に
与
え

ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
原
版
の
時
点
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
必
ず

し
も
そ
う
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

伊
藤
整
は
、
『
若
い
詩
人
の
肖
傑
」
で
、

湯
ケ
島
で
、
春
に
桜
の
花
が
素
晴
ら
し
く
美
し
く
咲
い
て
い
る
。
桜
の

花
は
、
野
外
で
は
本
当
に
匂
い
が
あ
た
り
一
面
に
漂
う
も
の
だ
。
そ
の
花

を
見
て
い
る
と
、
自
分
は
寄
妙
な
幻
覚
に
襲
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
桜
の
花

の
根
や
幹
が
透
明
に
な
っ
て
、
地
面
の
下
ま
で
透
い
て
見
え
る
と
い
う
こ

と
だ
。
(
後
略
)
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と
書
い
て
い
る
。
引
用
し
た
の
は
、
伊
藤
が
梶
井
か
ら
聞
い
た
「
桜
の
樹
の
下
に

は
」
腹
案
の
要
約
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
こ
の
時
点
(
昭
和
一
一
一

年
五
月
頃
)
で
の
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は
、
〈
自
分
〉
と
い
う
一
人
の
人
物
の

体
験
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時
点
で
は
、
物
語

体
小
説
の
構
想
は
ま
だ
な
く
、
お
そ
ら
く
は
原
版
に
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
草
稿
版
は
、
物
語
体
小
説
の
構
想
が
既
に
与
え
ら

れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
原
版
よ
り
も
初
出
版
や
作
品
集
版
に
近
い
性
質
を
持
つ

て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

ニ
作
品
の
内
実

-
問
題
の
所
在

「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は
ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し



て
は
、
既
に
掠
々
な
意
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

相
馬
庸
腕
は
、
作
品
の
末
尾
(
現
在
の
形
の
物
)
を
引
用
し
て
、
〈
庶
民
〉
を

〈
芸
術
的
に
発
見
〉
し
た
の
だ
と
位
置
付
け
、
飛
高
隆
矩
は
、
そ
れ
に
反
論
し
て
、

〈
生
活
者
の
論
理
に
対
抗
し
得
る
芸
術
の
論
理
の
獲
得
〉
を
主
張
し
た
。
こ
の
両

者
の
論
考
は
、
梶
井
基
次
郎
と
い
う
作
家
の
作
品
史
に
お
け
る
「
桜
の
樹
の
下
に

は
」
の
位
置
を
定
め
よ
う
と
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。

以
後
、
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
論
は
、
成
立
の
問
題
や
、

ボ
ー
ド
レ
1
ル
と
の

関
係
、
あ
る
い
は
作
家
論
的
な
方
向
か
ら
、
論
じ
ら
れ
て
行
く
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ

ぞ
れ
に
、
重
要
な
視
点
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
作
品
自
体
を
読
み
解
こ
う
と

す
る
姿
勢
に
乏
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
桐
山
金
百
は
、
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
は
、

華
麗
に
咲
く
満
開
の
桜
の
花
を
み
て
、
そ
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に
か
え
っ

て
漠
然
と
し
た
不
信
を
い
だ
き
、
不
安
と
憂
替
に
陥
る
が
、
「
桜
の
樹
の

下
に
は
屍
体
が
埋
ま
っ
て
ゐ
る
」
と
信
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
不
安
が

ら
せ
た
神
秘
」
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
心
が
和
み
、
美
に
対
す
る
心
象
が
明

確
な
か
た
ち
を
浮
び
あ
が
ら
せ
て
く
る
、
生
と
死
の
平
衡
感
覚
を
措
い
た

と
述
J丈

作
フに ロ
ホ本 日日

晴で
雄5あ
はる

そ
れ
は
惨
劇
に
よ
っ
て
憂
欝
を
完
成
さ
せ
、
憂
欝
に
よ
っ
て
よ
う
や
く

心
の
安
ら
ぎ
、
す
な
わ
ち
救
い
を
え
る
と
い
う
作
品
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

一
読
す
る
と
、
両
氏
と
も
、
作
品
を
見
事
に
要
約
し
、
内
容
を
ま
と
め
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
両
氏
と
も
に
あ
る
視
点
を
見
落
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
作
品
は
、
〈
悔
〉
が
〈
お
前
〉
に
向
か
っ
て
話
し
て
い
る
台
詞
な
の

だ
、
物
語
体
小
説
な
の
だ
、
と
い
う
祝
点
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品

は
、
少
な
く
と
も
、
「
〈
俺
〉
が
〈
お
前
〉
に
i
と
い
う
こ
と
を
話
す
作
品
」
と
い

う
形
で
な
い
と
要
約
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
、
両
氏
の
言
う
よ
う
な
作
品
で

あ
る
な
ら
ば
、
主
人
公
は
一
人
で
良
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
桜
の
樹

の
下
に
は
」
が
、
〈
お
前
〉
と
い
う
聞
き
手
を
必
要
と
す
る
物
語
体
小
説
と
し
て

舎
か
れ
た
以
上
、
そ
れ
に
応
じ
た
読
み
を
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
少
し
具
体
的
に
作
品
を
読
み
進
め
て
行
き
た
い
。
作
品
は
、
〈
俺
〉
が

〈
お
前
〉
に
話
す
形
で
進
め
ら
れ
る
。
こ
の
〈
俺
〉
が
〈
お
前
〉
に
話
し
て
聞
か

せ
る
話
は
、
話
題
に
よ
っ
て
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
①
〈
桜
の
樹
〉
の

話
、
②
〈
か
げ
ら
ふ
〉
の
話
、
③
〈
剃
万
の
刃
〉
の
話
、
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
②
は
①
に
挟
み
込
ま
れ
る
形
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
現
行
の
も
の
で
は
③
の

つ
い
で
①
を
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後
半
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
、
ま
ず
①
と
②
を
論
じ
、

論
じ
た
い
と
思
う
。

2

〈
桜
の
樹
〉
の
話

〈
桜
の
樹
〉
の
話
は
作
品
の
中
核
と
な
っ
て
お
り
、
全
編
を
過
し
て
話
さ
れ
る
。

桜
の
樹
の
下
に
は
屍
体
が
埋
ま
っ
て
ゐ
る
!

こ
れ
は
信
じ
て
い
い
こ
と
な
ん
だ
よ
。
何
故
っ
て
、
桜
の
花
が
あ
ん
な

に
も
見
事
に
咲
く
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
ぢ
ゃ
な
い
か
。
俺
は
あ
の

美
し
さ
が
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
二
三
日
不
安
だ
っ
た
。
し
か
し
い

ま
、
や
っ
と
わ
か
る
と
き
が
来
た
。
桜
の
樹
の
下
に
は
屍
体
が
埋
ま
っ
て

ゐ
る
。
こ
れ
は
信
じ
て
い
い
こ
と
だ
。

ま
ず
、
冒
頭
の
二
段
落
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
一
行
の
余
白
に
よ
っ
て
、
他
と

隔
て
ら
れ
て
お
り
、
全
体
の
序
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



〈
何
故
っ
て
、
:
:
:
〉
の
部
分
か
ら
、
誰
か
が
〈
俺
〉
の
前
に
い
て
、
受
け
答

え
を
し
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
(
〈
お
前
〉
と
い
う
人
物
だ
と
知
れ
る
の
は

三
段
落
か
ら
)
が
、
〈
こ
れ
は
信
じ
て
い
い
こ
と
な
ん
だ
よ
。
〉
〈
こ
れ
は
信
じ
て

い
い
こ
と
だ
。
〉
の
よ
う
に
、
他
人
の
み
な
ら
ず
、
自
分
自
身
を
納
得
さ
せ
、
あ

る
い
は
こ
れ
か
ら
話
そ
う
と
す
る
こ
と
を
、
再
確
認
し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。

〈
桜
の
花
〉
が
〈
あ
ん
な
に
も
見
事
に
咲
く
〉
と
い
う
こ
と
を
、
信
じ
る
こ
と
が

出
来
ず
に
い
た
〈
俺
〉
の
〈
不
安
〉
が
、
拭
い
去
ら
れ
、
〈
い
ま
〉
、
〈
わ
か
る
〉

と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
の
理
由
を
他
人
に
説
明
す
る
に
は
、
そ
の
理
由
を
自
己
に

再
認
識
さ
せ
、
論
理
化
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

つ
づ
い
て
第
四
段
落
で
は
、
〈
俺
〉
は
〈
花
〉
の
美
し
さ
に
つ
い
て
、
話
し
始

め
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
〈
俺
〉
に
と
っ
て
の
〈
花
〉
の
〈
美
し
さ
〉
と
は
、
〈
灼

熱
し
た
生
殖
の
幻
覚
さ
せ
る
後
光
の
や
う
な
も
の
〉
で
あ
り
、
〈
人
の
心
を
撲
た

ず
に
は
お
か
な
い
、
不
思
議
な
、
生
き
生
き
と
し
た
、
美
し
さ
〉
で
あ
る
と
い
う
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
〈
美
し
さ
〉
と
は
、
生
命
の
、
あ
る
い
は
生
命
の
誕
生
の
美
し

き
で
あ
ろ
う
。
考
え
て
み
れ
ば
、
花
は
植
物
が
子
孫
を
残
そ
う
と
す
る
営
み
の
一

つ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
さ
え
あ
る
。

し
か
し
五
段
落
で
〈
俺
〉
は
、
そ
の
〈
美
し
さ
〉
が
〈
な
に
か
信
じ
ら
れ
な
い

も
の
の
よ
う
な
気
〉
が
す
る
、
と
言
う
。
そ
の
た
め
に
、
〈
不
安
に
な
り
、
憂
欝

に
な
り
空
虚
な
気
持
ち
〉
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
話
を
進
め
る
。
〈
し
か
し
、

俺
は
い
ま
や
っ
と
わ
か
っ
た
。
〉

こ
の
第
四
第
五
段
落
は
、
第
一
第
二
段
落
の
内
容
を
、
よ
り
般
密
に
具
体
的
に

反
復
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
第
二
段
落
で
再
認
識
さ
れ
論

理
化
さ
れ
た
〈
俺
〉
の
、
〈
わ
か
っ
た
〉
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
、

〈
不
安
〉
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ま
ず

続
く
第
六
段
滞
か
ら
、
〈
俺
〉
が
何
を
〈
わ
か
っ
た
〉

の
か
が
説
明
さ
れ
て
行

く

お
前
、
こ
の
畑
漫
と
咲
き
乱
れ
て
ゐ
る
桜
の
樹
の
下
へ
、

体
が
埋
ま
っ
て
ゐ
る
と
想
像
し
て
見
る
が
い
い
。
何
が
俺
を
そ
ん
な
に
不

一
つ
一
つ
尻

安
に
し
て
ゐ
た
か
が
お
前
に
は
納
得
が
行
く
だ
ら
う
。

し
か
し
、
〈
俺
〉
は
直
接
的
に
そ
れ
を
話
さ
な
い
。
〈
想
像
し
て
見
る
が
い
い
。
〉
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
納
得
が
行
く
だ
ら
う
。
〉
と
、
あ
く
ま
で
も
話
の
聞

き
手
で
あ
る
〈
お
前
〉
が
、
自
力
で
答
え
を
見
い
だ
す
よ
う
に
、
誘
導
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
〈
想
像
〉
を
進
め
さ
せ
る
べ
く
、
〈
俺
〉
は
〈
想
像
〉

の
内
容

を
描
写
し
て
み
せ
る
。

馬
の
や
う
な
尻
体
、
犬
猫
の
や
う
な
尻
体
、
そ
し
て
人
間
の
や
う
な
尻

体
、
尻
体
は
み
な
腐
附
糊
し
て
姐
が
湧
き
、
堪
ら
な
く
臭
い
。
そ
れ
で
ゐ
て

水
晶
の
や
う
な
液
を
た
ら
た
ら
と
た
ら
し
て
ゐ
る
。
桜
の
根
は
食
禁
な
蛸

の
や
う
に
、
そ
れ
を
抱
き
か
か
へ
、

い
そ
ぎ
ん
ち
ゃ
く
の
食
糸
の
や
う
な

毛
根
を
緊
め
て
、
そ
の
液
体
を
吸
っ
て
い
る
。

何
が
あ
ん
な
花
弁
を
作
り
、
何
が
あ
ん
な
韮
を
作
っ
て
ゐ
る
の
か
、
俺

は
毛
根
の
吸
ひ
あ
げ
る
水
品
の
や
う
な
液
が
、
静
か
な
行
列
を
作
っ
て
、

維
管
束
の
な
か
を
夢
の
や
う
に
あ
が
っ
て
ゆ
く
の
が
見
え
る
や
う
だ
。

そ
の
結
果
、
〈
お
前
〉
は
、
〈
俺
〉
の
想
像
と
は
、
〈
美
し
い
〉
〈
花
〉
が
、
地
下

の
〈
尻
体
〉
か
ら
吸
い
上
げ
た
養
分
に
よ
っ
て
咲
い
て
い
る
、
と
い
う
も
の
だ
と

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ば
、
〈
花
〉
の
〈
美
し
さ
〉
は
、
汚
ら
し
い
〈
尻
体
〉

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
想
像
で
あ
る
。

結
局
、
〈
俺
〉
の
〈
不
安
〉
と
は
、
〈
桜
の
花
〉
の
生
命
力
あ
ふ
れ
る
〈
美
し
さ
〉

が
、
無
償
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。



従
っ
て
、
〈
花
〉
が
〈
屍
体
〉
と
い
う
代
償
を
求
め
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
で
、

そ
こ
か
ら
抜
け
出
せ
た
、
〈
わ
か
っ
た
〉
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
〈
俺
〉
は
そ

う
〈
お
前
〉
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
手
法
は
、
〈
お
前
〉
に
〈
想

像
〉
を
勧
め
る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
〈
不
安
〉
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
い
う
、

Uミ

わ

ば
想
像
に
よ
る
疑
似
体
験
を
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

3

〈
か
げ
ら
ふ
〉
の
話

〈
か
げ
ら
ふ
〉
の
話
は
、
前
後
を
〈
桜
の
樹
〉
の
話
に
挟
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ

か
ら
、
押
入
的
な
話
だ
と
も
言
え
る
。
そ
れ
は
、
〈
二
三
目
前
〉
に
〈
俺
〉
が
〈
渓
〉

で
体
験
し
た
出
来
事
に
つ
い
て
の
話
で
あ
る
。

二
三
目
前
、
俺
は
、
こ
こ
の
渓
へ
下
り
て
、
石
の
上
を
伝
ひ
歩
き
し
て

ゐ
た
。
水
の
し
ぶ
き
の
な
か
か
ら
は
、
あ
ち
ら
か
ら
も
こ
ち
ら
か
ら
も
、

薄
羽
か
げ
ら
ふ
が
ア
フ
ロ
デ
イ
ツ
ト
の
や
う
に
生
れ
て
来
て
、
渓
の
空
を

め
が
け
て
舞
ひ
上
っ
て
ゆ
く
の
が
見
え
た
。
お
前
も
知
っ
て
ゐ
る
と
ほ
り
、

彼
等
は
そ
こ
で
美
し
い
結
婚
を
す
る
の
だ
。
暫
ら
く
歩
い
て
ゐ
る
と
、
俺

は
変
な
も
の
に
出
喰
は
し
た
。
そ
れ
は
渓
の
水
が
乾
い
た
碕
へ
、
小
さ
い

水
溜
を
残
し
て
ゐ
る
、
そ
の
水
の
な
か
だ
っ
た
。
思
ひ
が
け
な
い
石
油
を

流
し
た
や
う
な
光
彩
が
、

一
面
に
浮
い
て
ゐ
る
の
だ
。
お
前
は
そ
れ
を
何

だ
っ
た
と
思
ふ
。
そ
れ
は
何
万
匹
と
も
数
の
知
れ
な
い
、
薄
羽
か
げ
ら
ふ

の
屍
体
だ
っ
た
の
だ
。
隙
間
な
く
水
の
面
を
被
っ
て
ゐ
る
、
彼
等
の
か
さ

な
り
あ
っ
た
題
が
、
光
に
ち
ぢ
れ
て
泊
の
や
う
な
先
彩
を
流
し
て
ゐ
る
の

だ
。
そ
こ
が
、
産
卵
を
終
っ
た
彼
等
の
墓
場
だ
っ
た
の
だ
。

こ
れ
は
、
〈
か
げ
ら
ふ
〉
の
屍
体
と
誕
生
を
同
時
に
見
た
、
と
い
う
体
験
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
、
〈
か
げ
ら
ふ
〉
の
誕
生
は
非
常
に
美
し
く
描
か
れ
、

し
か
も
そ

れ
が
死
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
り
、
〈
桜
の
樹
〉
の
話
と
類
似
し
て
い
る
。

そ
れ
を
見
た
〈
俺
〉
は
、
〈
胸
が
街
か
れ
る
や
う
な
気
〉
が
し
て
、
〈
墓
場
を
発

い
て
屍
体
を
暗
む
変
質
者
の
や
う
な
残
忍
な
よ
ろ
こ
び
〉
を
味
わ
っ
た
と
き
E
J。

つ
ま
り
、
そ
れ
は
タ
ブ
ー
を
侵
す
と
き
の
喜
び
で
あ
る
。
喜
び
に
満
ち
た
誕
生
の

時
が
、
実
は
そ
の
裏
側
に
死
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
時
の
感

情
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
〈
俺
〉
は
誕
生
と
死
に
対
す
る
思
想
を
発
展
さ
せ
、
〈
か
げ
ら
ふ
〉
か

ら
〈
こ
の
渓
問
〉
全
体
へ
と
視
野
を
広
げ
て
行
く
。

こ
の
渓
問
で
は
な
に
も
俺
を
よ
ろ
こ
ぱ
す
も
の
は
な
い
。
鷲
や
四
十
雀

も
、
白
い
日
光
を
さ
青
に
煙
ら
せ
て
ゐ
る
木
の
若
芽
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け

で
は
、
も
う
ろ
う
と
し
た
心
象
に
過
ぎ
な
い
。
俺
に
は
惨
劇
が
必
要
な
ん

だ
。
そ
の
平
衡
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
俺
の
心
象
は
明
確
に
な
っ
て
来
る
。
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俺
の
心
は
悪
鬼
の
や
う
に
憂
欝
に
渇
い
て
ゐ
る
。
俺
の
心
に
憂
欝
が
完
成

す
る
と
き
に
ば
か
り
、
俺
の
心
は
和
ん
で
来
る
。

す
な
わ
ち
、
〈
こ
の
渓
問
〉
に
あ
る
全
て
の
自
然
は
、
〈
惨
劇
〉
と
の
〈
平
衡
〉

が
な
く
て
は
不
完
全
な
も
の
で
、
そ
の
〈
平
衡
〉
が
〈
俺
〉
の
〈
憂
欝
〉
を
完
成

さ
せ
、
心
を
和
ま
せ
る
、
と
い
う
の
が
〈
俺
〉
の
主
張
で
あ
る
。

こ
の
部
分
は
、
〈
か
げ
ら
ふ
〉
の
話
の
後
半
部
分
で
あ
る
が
、
同
時
に
〈
桜
の

樹
〉
の
話
も
含
め
た
〈
俺
〉
の
思
想
の
集
大
成
と
も
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ

な
ら
、
〈
桜
の
樹
〉
も
当
然
〈
こ
の
渓
問
〉
に
あ
る
自
然
の
一
つ
で
あ
り
、
〈
花
〉

の
〈
美
し
さ
〉
が
〈
屍
体
〉
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
〈
不
安
〉
が
取
り
の
ぞ
か
れ
る
と
い
う
過
程
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
段
落
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
思
想
と
一
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

結
局
、
〈
俺
〉
が
〈
わ
か
っ
た
〉
と
感
じ
た
の
は
、
生
命
の
誕
生
と
終
わ
り
は



表
裏
一
体
の
物
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
誕
生
は
ど
ん
な
に
美
し
く
と

も
、
裏
側
に
壮
絶
な
死
を
隠
し
て
お
り
、
死
は
ど
ん
な
に
汚
ら
わ
し
く
と
も
、
美

し
い
誕
生
に
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

4
共
同
体
指
向
と
孤
独

〈
俺
〉
は
既
に
引
用
し
た
箇
所
で
も
、
幾
度
か
〈
お
前
〉
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

例
え
ば
、
〈
桜
の
樹
〉
の
話
で
は
、
〈
お
前
、

1
想
像
し
て
見
る
が
い
い
。
〉
、
〈
か

の
話
で
は
、
〈
お
前
は
そ
れ
を
何
だ
っ
た
と
思
う
。
〉
な
ど
が
そ
う
で
あ

げ
ら
ふ
〉

る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
〈
俺
〉
が
話
の
過
程
で
完
全
に
一
方
的
に
呼
び
掛
け
た
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
一
方
、
〈
お
前
〉
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
に
対
す
る
〈
俺
〉

呼
び
掛
け
と
思
わ
れ
る
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
話
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
。

〈
桜
の
樹
〉
の
話
は
、
〈
俺
〉
の
〈
想
像
し
て
見
る
が
い
い
。
〉
、
そ
し
て
そ
の
措

写
を
受
け
て
の
、

|
|
・
お
前
は
何
を
さ
う
苦
し
さ
う
な
顔
を
し
て
ゐ
る
の
だ
。
美
し
い
透
視

術
ぢ
ゃ
な
い
か
。

と
い
う
部
分
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
〈
お
前
〉
は
〈
苦
し
さ
う
な
顔
〉
を
す

る
、
と
い
う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
し
た
と
舎
か
れ
て
い
る
。
〈
さ
う
な
〉
と
い
う
表

現
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
〈
俺
〉
が
、
〈
お
前
〉

の
表
情
を
〈
苦
し

さ
う
〉
だ
と
考
え
、
そ
う
問
い
た
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〈
お
前
〉
自
身
が

〈
俺
〉
の
話
を
苦
痛
と
感
じ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
〈
俺
〉

の
判
断
に
よ
っ
て
い

る
。
あ
く
ま
で
も
、
〈
俺
〉
の
主
観
に
よ
っ
て
、
〈
お
前
〉
が
自
分
の
話
の
内
容
に

理
解
を
示
し
て
お
ら
ず
、
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
と
考
え
て
、
不
思
議
そ
う

に
、
〈
美
し
い
透
視
術
ぢ
ゃ
な
い
か
。
〉
と
自
分
の
想
像
描
写
を
評
し
、
再
び
自
分

が
〈
不
安
〉
か
ら
逃
れ
た
の
だ
と
述
べ
る
。

〈
か
げ
ら
ふ
〉
の
話
で
は
、
同
じ
よ
う
に
〈
俺
〉
の
話
が
終
わ
っ
た
後
に
、
次

の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
。

l
l
a
お
前
は
服
の
下
を
拭
い
て
ゐ
る
ね
。
冷
汗
が
出
る
の
か
。
そ
れ
は

俺
も
同
じ
こ
と
だ
。
何
も
そ
れ
を
不
愉
快
が
る
こ
と
は
な
い
。
べ
た
べ
た

と
ま
る
で
精
液
の
や
う
だ
と
思
っ
て
ご
ら
ん
。
そ
れ
で
俺
達
の
憂
欝
は
完

成
す
る
の
だ
。

こ
こ
で
、
〈
お
前
〉
が
〈
肢
の
下
を
拭
い
て
ゐ
る
〉
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
を
〈
冷
汗
〉
だ
と
判
断
し
た
の
は
、
〈
俺
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
、
〈
そ
れ

は
俺
も
同
じ
こ
と
だ
。
〉
と
、
〈
俺
〉
と
〈
お
前
〉
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。

の

〈
精
液
の
や
う
だ
〉
と
想
像
す
れ
ば
〈
俺
達
の
憂
欝
〉
が
完
成
す
る
と
い
う
部
分

に
も
二
人
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
意
同
が
う
か
が
え
る
。
〈
俺
〉
が
、
〈
お

前
〉
を
自
分
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
〈
お
前
〉
に
〈
俺
〉
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の
体
験
を
同
じ
よ
う
に
味
わ
わ
せ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
〈
俺
〉
は
〈
お
前
〉
に
、
自
分
の
〈
不
安
〉
や
〈
憂
欝
〉
を

疑
似
体
験
さ
せ
る
こ
と
で
、
〈
お
前
〉
に
自
分
の
思
想
|
|
美
し
い
生
命
の
誕
生

と
壮
絶
な
死
は
同
時
に
あ
る
と
い
う
も
の
ー
ー
を
理
解
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
同
を

持
っ
て
、
二
つ
の
話
を
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
理
解
と
い
っ
て
も
、
〈
俺
〉

が
〈
お
前
〉

に
求
め
て
い
る
の
は
、
単
に
分
か
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

〈
想
像
〉
を
し
て
み
る
よ
う
勧
め
、
自
分
と
〈
お
前
〉
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し

た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
そ
の
思
想
を
、
二
人
で
共
有
し
よ
う
と
い
う
願

ぃ
、
共
同
体
を
作
ろ
う
と
い
う
願
い
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
。

作
品
の
末
尾
で
、
〈
俺
〉
は
感
極
ま
っ
た
よ
う
に
、
〈
あ
あ
、
桜
の
樹
の
下
に
は

尻
体
が
埋
ま
っ
て
る
!
〉
と
言
、
っ
。
そ
し
て
、

今
こ
そ
俺
は
、
あ
の
桜
の
樹
の
下
で
酒
宴
を
ひ
ら
い
て
い
る
村
人
た
ち



と
同
じ
権
利
で
、
花
見
の
酒
が
呑
め
そ
う
な
気
が
す
る
。

と
話
し
終
え
、
作
品
も
終
わ
る
。

あ
る
意
味
で
は
、
〈
俺
〉
は
非
常
に
孤
独
で
あ
る
。
そ
の
孤
独
は
、
表
現
者
の

孤
独
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
〈
俺
〉
は
、
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
と

自
分
と
の
問
に
共
通
回
路
を
作
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
終
わ
り
の
な
い

挑
戦
で
あ
る
。
〈
お
前
〉
が
〈
俺
〉
と
同
じ
体
験
を
し
た
か
否
か
を
確
か
め
る
統

べ
は
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
の
終
わ
り
の
な
い
挑
戦
こ
そ
、
〈
俺
〉
が
物
語
る
根
源

に
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
ど
う
し
て
も
伝
え
き
れ
な
い
こ

と
に
よ
る
孤
独
。
不
可
能
と
知
り
つ
つ
、
表
現
し
続
け
る
者
の
孤
独
が
、
こ
こ
に

は
措
か
れ
て
い
る
と
旨
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

5

〈
剃
万
の
刃
〉
の
話

〈
剃
万
の
刃
〉
の
話
は
、
二
つ
の
部
分
か
ら
な
っ
て
い
る
。

前
半
は
三
段
落
日
の
、

ど
う
し
て
俺
が
毎
晩
家
へ
帰
っ
て
来
る
道
で
、
俺
の
部
屋
の
数
あ
る
道

具
の
う
ち
の
、
選
り
に
選
っ
て
ち
っ
ぽ
け
な
薄
っ
ぺ
ら
い
も
の
、
安
全
剃

万
の
刃
な
ん
ぞ
が
千
里
眼
の
や
う
に
思
ひ
浮
ん
で
来
る
の
か
ー
ー
ー
お
前
は

そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
と
云
っ
た
が
ー
ー
ー
そ
し
て
俺
に
も
や
は
り
そ
れ
が
わ

か
ら
な
い
の
だ
が
|
|
そ
れ
も
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り
同
じ
ゃ
う
な
こ
と
に
ち

夕、‘
A
V

‘、、
a
n
v

、
刀
乙
サ
叫
し

と
い
う
部
分
で
あ
る
。
後
半
は
、
『
梓
様
」
に
収
め
ら
れ
る
際
に
削
除
さ
れ
た
部

分
で
、

|
|
そ
れ
に
し
て
も
、
俺
が
毎
晩
家
へ
帰
っ
て
ゆ
く
と
き
、
暗
の
な
か
へ

思
ひ
浮
ん
で
来
る
、
剃
万
の
刃
が
、
空
を
掬
ぶ
政
の
や
う
に
、
俺
の
頚
動

脈
へ
か
み
つ
い
〔
切
〕
く
る
の
は
何
時
だ
ら
う
。
こ
れ
は
泊
洛
で
は
な
い

の
だ
が
、

そ
の
刃
に
は
、

E
R
H
N
0
9身
(
さ
あ
、
何
時
な
り
と
)

と
書
い
て
あ
る
の
さ
。

と
い
う
部
分
で
あ
る
。

前
半
部
分
は
、
〈
桜
の
樹
〉
の
話
の
目
頭
と
同
様
に
、

一
行
の
余
白
に
よ
っ
て

他
と
隔
て
ら
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
作
品
全
体
を
代
表
す
る
テ
l
マ
で
あ
る
こ
と

を
思
わ
せ
る
。

〈
俺
〉
は
、
毎
晩
の
よ
う
に
、
何
時
来
る
と
も
知
れ
な
い
死
を
象
徴
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
〈
剃
万
の
刃
〉
が
思
い
浮
か
ん
で
し
ま
う
、
と
言
う
。
〈
俺
〉
は
、

何
故
こ
の
話
を
、
〈
桜
の
樹
〉
の
話
お
よ
び
〈
か
げ
ら
ふ
〉
の
話
と
一
緒
に
話
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

内
4
U

他
の
二
つ
の
話
に
共
通
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
た
、
生
命
(
自
然
)
誕
生

の
美
と
、
死
〈
惨
劇
〉
と
の
〈
平
衡
〉
は
、
〈
剃
万
の
刃
〉

の
話
に
は
な
い
。
ぁ

る
の
は
、
死
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
二
つ
の
話
は
、
〈
い
ま
〉

の
時
点
、
す
な
わ

ち
話
を
し
て
い
る
時
点
で
は
、
〈
俺
〉
に
と
っ
て
は
〈
わ
か
っ
た
〉
事
柄
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
〈
剃
万
の
刃
〉

の
話
は
未
解
決
で
あ
る
。

こ
の
二
点
に
お
い
て
、
〈
剃
万
の
刃
〉
の
話
は
他
の
二
つ
の
話
と
異
な
っ
て
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〈
俺
〉
は
、
〈
そ
れ
も
こ
れ
も
や
っ
ぱ
り
同
じ
ゃ
う
な
こ

と
に
ち
が
ひ
な
い
。
〉
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
〈
ち
が
ひ
な

い
〉
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
〈
俺
〉
は
、
〈
桜
の
樹
〉
の
話
と
〈
剃
万
の
刃
〉

の
話

が
、
〈
同
じ
ゃ
う
な
こ
と
〉
で
あ
る
事
は
当
然
だ
、
そ
う
に
違
い
な
い
と
考
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
〈
俺
〉
自
身
に
さ
え
明
確
な
根
拠
が
(
仮
に
、

そ
れ
が
〈
俺
〉
の
主
観
的
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
)
な
い
ま
ま
に
主
張



し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
理
由
は
作
品
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
。
〈
桜
の
樹
〉
〈
か
げ
ら

ふ
〉
の
二
つ
の
話
に
お
い
て
、
〈
俺
〉
は
生
命
と
死
の
、
あ
る
い
は
自
然
と
〈
惨

劇
〉
の
〈
平
衡
〉
を
見
い
だ
し
た
。
そ
し
て
、
自
分
を
顧
み
る
の
で
あ
る
。
〈
俺
〉

は
ど
う
や
ら
、
何
時
来
る
か
分
か
ら
な
い
死
〈
惨
劇
〉
を
身
近
に
感
じ
て
い
る
存

在
で
あ
る
。
毎
晩
見
る
〈
剃
万
の
刃
〉
が
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
そ
ん
な
〈
俺
〉

は
、
死
に
〈
平
衡
〉
し
う
る
生
命
を
生
み
出
せ
る
か
、
〈
惨
劇
〉
と
〈
平
衡
〉
す

る
自
然
が
あ
る
か
、
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
、
〈
俺
〉
が
〈
平
衡
〉
す

る
も
の
を
発
見
し
た
な
ら
ば
、
同
じ
だ
と
断
言
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、

死
に
際
し
て
、
生
命
の
美
を
生
み
出
せ
る
か
否
か
は
、
そ
れ
ま
で
の
生
の
総
体
に

か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
分
か
る
の
は
そ
の
人
の
死
後
で
あ
る
。
ま
だ
生
き

て
い
る
〈
俺
〉
に
、
〈
い
ま
〉
の
時
点
で
そ
の
答
え
が
分
か
る
は
ず
は
な
い
の
で

あ
る
。以

上
の
よ
う
に
、
〈
剃
万
の
刃
〉
の
話
は
、
他
の
二
つ
の
話
か
ら
、
現
在
の
自

己
を
省
察
し
た
結
果
生
じ
た
話
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

〈
剃
万
の
刃
〉
の
話
が
、
〈
俺
〉
の
自
己
省
察
の
話
で
あ
る
た
め
か
、
こ
の
話
に

お
け
る
〈
お
前
〉
の
存
在
感
は
非
常
に
薄
い
。
〈
お
前
は
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
と

云
っ
た
が
〉
や
、
〈
こ
れ
は
酒
落
で
は
な
い
の
だ
が
、
〉
に
存
在
は
感
じ
る
も
の
の
、

こ
こ
に
は
他
の
二
つ
の
話
に
見
ら
れ
た
〈
お
前
〉
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
完
全
に
欠

け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
も
、
〈
剃
万
の
刃
〉

の
話
は
、
他
と
比
べ
て
少

し
異
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
梶
井
が
こ
の
部
分
を
削
除
し
た
の
は
、

そ
こ
に
原
因
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

三
む
す
ぴ

以
上
の
よ
う
に
、
梶
井
は
、
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
を
、
〈
俺
〉
が
〈
お
前
〉
に

話
を
す
る
物
語
体
小
説
と
し
て
仕
上
げ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
あ
ら
か
じ
め
こ
の
作
品
の
腹
案
を
聞
か
さ
れ
て
い
た
伊
藤
は
、
「
小

説
作
法
第
一
施
」
で
、

私
は
、
話
で
聞
い
た
と
き
の
興
奮
を
忘
れ
ず
に
い
た
の
で
、
す
ぐ
さ
ま
そ

れ
を
読
ん
だ
。
そ
し
て
、
私
は
軽
い
失
望
を
感
じ
た
。
そ
の
組
ま
れ
、
印

刑
さ
れ
た
活
字
面
に
は
、
日
光
浴
で
真
黒
に
な
っ
た
自
の
細
い
顔
で
、
白

く
歯
を
出
し
て
梶
井
自
身
が
語
っ
た
と
き
程
の
魅
力
が
な
く
な
っ
て
い
た
。

無
駄
が
な
く
整
理
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
彼
が
話
し
た
時
の
よ
う
な
滋
味

が
湧
い
て
来
な
か
っ
た
。
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と
述
べ
て
、
作
品
が
整
理
さ
れ
す
ぎ
た
点
を
惜
し
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
伊
藤
は
、
物
語
の
鮮
明
さ
を
感
じ
た
。
だ
が
、

〈
俺
〉
は
言
葉
に
よ
っ
て
〈
お
前
〉
と
の
共
同
体
を
、
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
梶
井
は
〈
俺
〉
と
〈
お
前
〉
の
一
体
化
を
描
こ
う
と
し
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
、
こ
の
作
品
を
、
物
語
体
小
説
と
し
た
意
図
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
草
稿
版
に
さ
り
げ
な
く
記
さ
れ
た
一
行
、

私
達
は
渓
に
沿
っ
た
街
道
の
午
後
を
散
歩
し
て
ゐ
た
。

は
、
物
語
体
小
説
と
い
う
形
で
の
、
梶
井
な
り
の
試
み
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
伊
藤
が
読
み
取
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
試
み
が
十
分
に
は
作
品

に
生
き
て
い
な
い
こ
と
は
、
梶
井
自
身
が
感
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
物

語
体
小
説
が
試
み
ら
れ
た
の
は
こ
の
一
作
の
み
で
あ
っ
た
。



?主(
l
)
 
ジ
エ
ラ
l
ル
・
ジ
子
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
方
法
論
の
試
み
』

(
花
輪
先
・
和
泉
涼
一
訳
水
戸
社
昭
和
六
O
年
九
月
)
は
、
〈
物
語
〉
に
は

〈
三
つ
の
異
な
っ
た
概
念
〉
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
第
一
に
、
〈
物
語
の
言

表
そ
の
も
の
〉
、
〈
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
舎
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
を
問

わ
ず
、

一
つ
あ
る
い
は
一
連
の
出
来
事
の
報
告
を
引
き
受
け
る
一
一
討
説
そ
の
も

一
つ
目
の
〈
〔
物
語
〕

言
説
の
対
象
と
な
る
現
実
の
出
来
事
ま
た
は
虚
構
の
出
来
事
の
継
起
と
、
そ

の
〉
。
第
二
に
、
〈
分
析
家
や
理
論
家
〉
の
用
法
で
、

れ
ら
の
出
来
事
を
結
び
つ
け
る
連
鎖
・
対
立
・
反
復
な
ど
の
多
様
な
関
係
〉
。

第
三
に
、
他
の
二
つ
よ
り
〈
古
い
起
源
〉
の
、
〈
誰
か
が
語
る
こ
と
に
よ
っ

て
成
立
す
る
出
来
事
〉
、
〈
語
る
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
〉
。
本
稿
に
お
け
る

「
物
語
」
と
い
う
語
は
、
第
三
の
〈
概
念
〉
に
関
わ
る
。
こ
の
作
品
は
、
〈
俺
〉

の
語
る
行
為
に
よ
っ
て
成
立
す
る
小
説
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
論
者
は
物

語
体
小
説
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
。

(
2
)
 
『
全
集
」
の
脚
注
の
日
附
に
は
、
疑
問
が
残
る
。
桐
山
金
吾
(
注
9
に
同

じ
)
は
、
〈
『
冬
の
蝿
」
定
稿
は
、
昭
和
三
年
三
月
の
摘
袋
で
、
そ
の
草
稿
は

定
稿
欄
筆
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
草
稿
の
執
筆
月
日
は
不
祥
の
は
ず
で
あ

る
〉
、
と
述
べ
て
い
る
。

(
3
)
 
昭
和
四
一
年
五
月
版
淀
野
隆
二
一
・
中
谷
孝
雄
編
集

(
4
)
 
『
全
集
」
に
は
、
梶
井
が
残
し
た
日
記
自
体
の
買
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
草
稿
版
の
前
後
に
は
実
際
に
は
余
白
が
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め

に
、
こ
の
頁
数
を
用
い
た
。

(
5
)
 
『
全
集
」
の
脚
注
に
よ
れ
ば
、
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
が
梶
井
の
回
答
で
、
そ

の
他
の
部
分
は
淀
野
の
質
問
で
あ
る
。

(
6
)
 
「
梶
井
基
次
郎
」
昭
和
三
六
年
六
月
筑
摩
書
房
引
用
は
昭
和
四
四
年
九
月

筑
摩
叢
書
版
に
よ
る
。

(
7
)
 
「
「
桜
の
木
の
下
に
は
」
以
前
」
(
「
安
田
学
問
研
究
紀
要
」
第
十
五
号
昭

和
田
九
年
七
月
)

(
8
)
 
現
代
教
養
文
庫
昭
和
五
十
二
年
五
月

(
9
)
 
「
梶
井
基
次
郎
論
|
|
『
桜
の
樹
の
下
に
は
』
の
成
立
と
ポ
l
ド
レ
l
ル

(
日
)

的
世
界
|
|
i
」
(
『
同
学
院
雑
誌
」
八
七
|
一
二
号
昭
和
六
一
年
一
一
一
月
)

「
梶
井
基
次
郎
「
桜
の
樹
の
下
に
は
」
論
|
|
憂
欝
の
完
成
|
|
」
(
『
群

系
」
七
号
平
成
六
年
八
月
)

(
日
)

注
9
に
同
じ

(ロ)
注
目
に
同
じ

(
日
)
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(
M
)
 

新
潮
文
庫
昭
和
三
三
年
二
一
月

「
梶
井
基
次
郎
・
序
説
」
(
『
橋
本
佳
先
生
還
暦
記
念
文
集
」
昭
和
三
九
年

五
月
、
引
用
は
『
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
梶
井
基
次
郎
・
中
島
敦
』
(
有

精
堂
昭
和
五
三
年
二
月
)
に
よ
る
)

(
日
)

「
梶
井
基
次
郎
ノ
l
ト
|
|
湯
ケ
島
時
代
の
文
字
!
」
(
『
大
妻
国
文
」

二
号
昭
和
四
六
年
三
月
)

(
日
)

注
9
に
同
じ

(
口
)

注
目
に
同
じ

(
日
)

草
稿
版
で
は
、
二
人
の
主
人
公
を
〈
私
達
〉
と
し
て
い
た
が
、
初
出
版
と

作
品
集
版
で
は
、
ど
ち
ら
も
〈
俺
〉
〈
お
前
〉
〈
俺
達
〉
と
し
て
い
る
。

(
日
)

『
全
集
」
後
記
に
よ
る
と
、
〔

〕
は
〈
脱
字
と
思
は
れ
る
文
字
を
楠
ふ

時
〉
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
加
)

『
月
刊
文
草
講
座
』
(
昭
和
一
四
年
三
月
)
引
用
は
「
新
装
版
文
芸
読
本



梶
井
基
次
郎
』
(
河
出
舎
房
新
社
昭
和
五
九
年
七
月
)
に
よ
る
。

0

「
桜
の
木
の
下
に
は
」
及
び
梶
井
の
日
記
・
書
簡
の
引
用
は
、
筑
摩
書
房
版

『
梶
井
基
次
郎
全
集
」
全
三
巻
に
拠
り
、
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
た
。
ま
た
、

末
尾
の
削
除
部
分
は
、
同
じ
く
『
梶
井
基
次
郎
全
集
」
第
一
巻
編
者
註
に
拠
っ

た。

(
よ
し
か
わ

ま
さ
ひ
ろ
)


