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「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
」
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n
H

の
狭
間
に
位
置
す
る
青
年
!

ー
「
あ
ち
ら
側
」

と

「
こ
ち
ら
側
」

は
じ
め
に

『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
は
、
総
題
「
地
震
の
あ
と
で
」
の
も
と
に
、

雑
誌
「
新
潮
」
に
一
九
九
九
年
八
月
号
か
ら
十
二
月
号
に
連
載
さ
れ
た
五
本
の
短

編
と
、
書
き
下
ろ
し
短
編
一
本
を
加
え
た
計
六
本
の
短
編
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、
短
編
集
の
タ
イ
ト
ル
を
連
載
三
本
自
の
短
編
タ
イ
ト
ル

「
神
の
子
ど
も

た
ち
は
み
な
踊
る
」

へ
と
変
更
し
、
二

0
0
0年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
連
作
短
編
集
は
、
当
初
の

「
地
震
の
あ
と
で
」

と
い
う
総
題
が
示
す
よ
う
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に
、
各
作
品
内
へ
一
九
九
五
年
に
起
こ
っ
た
阪
神
大
震
災
が
、
何
ら
か
の
形
で
プ

そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
は
、
地

震
を
コ

i
ド
と
し
た
作
品
読
解
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ロ
ッ
ト
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

短
編
集
全
体
に
関
す
る
書
評
の
類
は
多
数
存
在
す
る
も
の
の
、
作
品
自
体
を
丁
寧

に
分
析
し
た
論
考
は
、
ま
だ
ほ
と
ん
ど
存
在
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
短
編
集
の
初

作
「

U
F
O
が
釧
路
に
降
り
る
」
や
、
連
作
を
締
め
く
く
る
形
で
書
き
下
ろ
さ
れ

た

「
蜂
蜜
パ
イ
」

へ
の
言
及
に
比
べ
る
と
、
表
題
作
「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な

踊
る
」
に
関
す
る
言
及
も
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
表
題
作
「
神
の
子
ど
も
た
ち

は
み
な
踊
る
」
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
が
本
稿
の
出
発
点
で
あ
る
。

中

幸

枝

山

だ
が
数
少
な
い
本
作
へ
の
言
及
は
、
作
品
を
読
み
解
く
新
た
な
コ

l
ド
の
提
示

と
な
っ
て
い
る
。
村
上
は
オ
ウ
ム
真
理
教
関
連
の
著
書
中
で
、
し
ば
し
ば
オ
ウ
ム

真
理
教
信
者
を
「
あ
ち
ら
側
」
の
人
問
、
そ
れ
に
対
す
る
い
わ
ゆ
る
一
般
人
を
「
こ

ち
ら
側
」

の
人
間
だ
と
し
て
筆
を
進
め
て
い
る
が
、
鈴
木
和
成
氏
は
こ
の
言
葉
を

借
り
て

「
表
題
作
と
な
っ
た
短
編
「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
」
に
登
場
す

る
人
た
ち
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
こ
の
「
あ
ち
ら
側
」
が
差
し
出
す
物
語
に
引
き

と
述
べ
て
い
る
立
ま
た
、
加
藤
典
洋
氏
も
「
オ
ウ
ム
真
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寄
せ
ら
れ
た
人
物
だ
」

理
教
の
サ
リ
ン
事
件
も
、
や
が
て
く
る
厄
災
、
あ
る
い
は
新
々
宗
教
と
い
っ
た
色

合
い
を
通
じ
て
、
影
を
落
と
し
て
」

お
り
、
「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
」

に
は
「
あ
る
新
々
宗
教
の
教
祖
『
お
方
』
様
に
帰
依
す
る
人
々
が
物
語
の
中
核
に

と
、
そ
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
両
氏
の
発
言
は
、
作
品

登
場
し
て
く
る
」

と
オ
ウ
ム
真
理
教
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
に
留
ま
り
、

そ

れ
以
上
の
考
察
は
な
さ
れ
て
な
い
が
、
こ
こ
に
大
き
な
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
は
、

ど
う
し
て
も
当
初
の
総
題
「
地

震
の
あ
と
で
」
と
、
プ
ロ
ッ
ト
に
織
り
込
ま
れ
た
阪
神
大
震
災
が
脳
裡
を
よ
ぎ
る

た
め
に
、
「
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』

H
地
震
を
め
ぐ
る
作
品
集
」
と
い

し
か
し
、
地
震
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以

う
構
図
を
描
い
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。

前
に
村
上
が
描
い
た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
に
纏
わ
る
作
品
群
を
含
む
、

よ
り
大
き

な
視
座
の
も
と
で
の
作
品
分
析
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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短
編
集
タ
イ
ト
ル
の
示
す
「
神
の
子
ど
も
た
ち
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
た
と

き
、
そ
の
言
葉
か
ら
連
想
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
地
震
で
は
な
く
、
宗
教
的
な
色

彩
を
帯
び
た
そ
れ
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
本
作
は
オ
ウ
ム
真
理
教
に
纏
わ
る
「
ア

ン
ダ

l
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
「
約
束
さ
れ
た
場
所
ご
を
総
括
す
る
一
環
と
し
て
上
梓

さ
れ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
「
神
の
子
ど
も
た
ち

は
み
な
踊
る
」
を
、
当
時
の
時
代
背
景
や
村
上
の
他
作
品
か
ら
の
影
響
と
い
っ
た

視
点
か
ら
分
析
し
て
い
き
た
い
。

一
、
作
品
に
見
ら
れ
る
宗
教
の
影

「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
」

は
、
『
お
方
』
と
い
う
神
様
を
崇
め
る
宗

教
に
帰
依
す
る
母
を
持
つ
、
大
崎
善
也
と
い
う
こ
十
五
歳
の
青
年
を
主
人
公
と
し

た
物
語
で
あ
る
。
こ
の
物
語
で
は
宗
教
が
大
き
な
モ
チ
ー
フ
の
一

つ
と
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
が
主
人
公
の
名
前
で
あ
り
、
『
お
方
』
の
顕
示
の
数
「
3
」
で
あ
る
。

主
人
公

「
善
也
(
ヨ
シ
ヤ
)
」

の
名
前
は
、

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の

「
イ
エ
ス
」

の
へ
ブ
ラ
イ
語
訳
で
あ
り
、

旧
約
聖
書
の
主
要
登
場
人
物
で
あ
る
「
ヨ
シ
ュ
ア
」

を
連
想
さ
せ
る
し
、
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キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
し

ま
た

と
い
う
数
字
は
、

た
多
く
の
宗
教
で
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
数
字
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
的
な

モ
チ
ー
フ
は
作
中
に
様
々
な
形
で
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
物
語
に
登
場
す
る
『
お
方
』
を
崇
め
る
宗
教
か
ら
想
起
さ
れ
る
の

は
、
十
九
世
紀
以
降
、
欧
米
を
始
め
、

日
本
に
お
い
て
も
数
多
く
出
現
し
て
き
た

新
宗
教
の
存
在
で
あ
り
、
特
に
一
九
七

0
年
代
以
降
に
巻
き
起
こ
る
こ
と
と
な
っ

た
宗
教
ブ

l
ム
だ
ろ
う

1
科
学
や
産
業
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
、

一
九
七

O
年

代
、
社
会
は
人
間
性
を
抑
圧
す
る
管
理
的
な
社
会
制
度
や
環
境
破
壊
な
ど
、
深
刻

な
問
題
を
生
み
出
し
、
世
界
の
先
進
諸
国
で
人
々
は
大
き
く
揺
ら
ぎ
始
め
た
。

日

本
に
お
い
て
も
、

オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
等
に
よ
る
高
度
経
済
成
長
の
破
綻
で
、
人
々

は
将
来
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
不
安
を
感
じ
と
っ
て
お
り
、

ま
た
公
害
問
題
等
で

科
学
や
産
業
が
必
ず
し
も
人
聞
を
幸
福
に
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
気

付
き
は
じ
め
て
い
た
。
人
は
、
自
分
が
何
者
で
あ
り
、
ど
う
生
き
れ
ば
よ
い
の
か
、

と
い
っ
た
問
題
を
抱
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
時
代
と
連
動
し
て
、

若
者
世
代
を
中
心
に
宗
教
ブ

l
ム
が
巻
き
起
こ
っ
た
。
閉
塞
感
の
、
漂
う
時
代
の
空

気
に
一
番
敏
感
で
あ
っ
た
彼
ら
の
多
く
が
、
新
た
な
希
望
や
生
き
方
を
求
め
、
新

宗
教
へ
向
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
短
編
「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
」

発
表
が
一
九
九
九
年
十
月
で
あ
り
、
主
人
公
善
也
が
二
十
五
歳
で
あ
る
か
ら
、
善

也
が
胎
内
に
い
た
頃
は
ち
ょ
う
ど
一
九
七

0
年
代
初
頭
で
あ
り
、
善
也
の
母
が
、

『
お
方
』
を
崇
め
る
宗
教
に
入
信
し
た
時
期
も
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
宗
教
ブ

l
ム
が
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始
ま
っ
た
頃
と
な
る
。
作
者
村
上
も
、

ま
さ
に
こ
の
宗
教
ブ

i
ム
と
時
を
同
じ
く

し
て
作
家
人
生
を
歩
み
始
め
て
お
り
、
彼
の
中
に
は
常
に
こ
の
新
宗
教
の
存
在
、
か
、

一
つ
の
影
の
よ
う
に
脳
裡
を
掠
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ま
で
も

「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
や
「
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
な
ど
を
始
め
、

種
の

カ
ル
ト
や
宗
教
的
な
色
合
い
を
持
つ
モ
チ
ー
フ
を
使
用
し
て
作
品
を
描
い
て
き
た

村
上
が
、

一
九
九
五
年
に
起
こ
っ
た
オ
ウ
ム
真
理
教
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
に

興
味
を
持
っ
た
の
は
、

必
然
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
村
上
が
本
作
で
描
い

た
物
語
は
、

オ
ウ
ム
真
理
教
の
存
在
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
の
他
の
カ
ル
ト
や
新
興
宗

教
に
人
々
が
槌
る
世
相
を
、
如
実
に
反
映
さ
せ
た
結
果
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
、
登
場
人
物
の
信
仰
と
「
約
束
さ
れ
た
場
所
で
」



①
善
也
の
母

善
也
の
母
は
、
十
代
の
頃
、
「
深
い
闇
の
中
に
生
き
て
」

お
り
、
何
人
も
の
男

a性
と

「
愛
も
な
く
ま
ぐ
わ
っ
て
い
た
」
が
、

そ
の
時
に
知
り
合
っ
た
産
婦
人
科
医

に
よ
っ
て
、
「
だ
ん
だ
ん
と
正
常
な
自
分
を
と
り
一
戻
し
」
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
後
発
覚
し
た
彼
女
の
妊
娠
を
、
産
婦
人
科
医
は
自
分
の
子
だ
と
認
め
な
か
っ

た
。
絶
望
に
陥
っ
た
彼
女
は
自
殺
を
考
え
る
が
、

そ
の
時
に
出
会
っ
た

「
田
端
さ

ん
」
に
、
そ
の
子
ど
も
は
『
お
方
』
さ
ま
の
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
啓
示
を
受
け
、

善
也
を
出
産
す
る
と
と
も
に
、
「
神
の
使
い
と
し
て
生
き
る
」
こ
と
に
な
る
。
彼

女
は
、

二
十
五
年
間
に
亘
っ
て
、
「
社
会
通
念
と
は
相
い
れ
な
い
教
団
独
自
の
厳

格
な
戒
律
」
を
守
り
続
け
、
「
『
お
方
』
と
と
も
に
生
き
る
輝
き
」

の
中
に
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
母
の
信
仰
の
あ
り
様
か
ら
連
想
さ
れ
る
の
は
、
「
約
束
さ
れ
た
場
所
で
」

に
措
か
れ
る
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
遣
の
信
仰
の
あ
り
様
で
あ
る
。
特
に
、
村
上
が

「
彼
女
と
話
し
て
い
る
と
、
こ
の
人
に
と
っ
て
オ
ウ
ム
真
理
教
と
い
う
の
は
、
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た
し
か
に
「
現

世
」
で
生
き
て
い
る
よ
り
は
、
教
団
に
入
っ
て
修
行
を
し
て
い
る
ほ
う
が
、
こ
の

想
的
な
「
容
れ
も
の
」

で
あ
っ
た
の
だ
な
と
納
得
し
て
し
ま
う
。

人
に
と
っ
て
は
遥
か
に
幸
福
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
」
と
評
し
た

氏
に
は
、
善
也
の
母
と
重
な
る
部
分
が
多
い
。
「
こ
の
無
常
な
世
界
の
苦

「
神
田
美
由

高己し
み
か
ら
脱
却
」

し
た
い
と
、
十
六
歳
の
時
に
入
信
し
た
彼
女
は
、
出
家
後
、

ー
ク
と
呼
ば
れ
る
修
行
に
営
営
と
励
み
続
け
(
主
に
彼
女
が
行
っ
て
い
た
の
は
、

サ
リ
ン
事
件
な
ど
と
は
全
く
無
関
係
の
、
厳
し
い
肉
体
労
働
的
な
ワ

l
ク
で
あ
っ

そ
の
ワ

l
ク
に
喜
び
を
見
い
だ
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
「
神
田
」
氏
は
、

た)、
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
か
ら
約
三
年
が
経
過
し
て
も
、
や
は
り
オ
ウ
ム
真
理
教
の
中

で
し
か
、
「
素
晴
ら
し
い
、
自
分
が
向
上
で
き
る
よ
う
な
も
の
」

は
見
い
だ
せ
な

か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

入
信
前
に
抱
い
て
い
た
世
界
へ
の
無
常
観
や
、

入
信
後

も
変
わ
ら
な
い
信
仰
心
、

そ
れ
に
基
づ
く
行
動
な
ど
、
「
神
田
」

氏
と
善
也
の
母

に
は
、
根
源
的
な
共
通
点
が
多
い
。
善
也
の
母
の
人
物
像
の
形
成
に
、

オ
ウ
ム
真

理
教
信
者
た
ち
、
特
に
こ
の
「
神
田
」
氏
の
存
在
は
、
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

②
善
也

生
ま
れ
た
と
き
か
ら
、
母
親
の
存
在
し
か
知
ら
な
い
善
也
は
、
母
に
「
お
父
さ

ん
は
『
お
方
』
な
ん
だ
よ
」
と
言
い
聞
か
さ
れ
、

母
と
同
様
、
「
田
端
さ
ん
」

の

導
き
に
よ
っ
て
幼
い
頃
か
ら
、
『
お
方
』
の
信
仰
の
も
と
で
育
っ
て
い
た
。

し
カミ

し
、
善
也
が
「
中
学
校
に
あ
が
り
、
性
的
な
関
心
に
目
覚
め
て
か
ら
も
、
平
気
で

下
着
姿
で
、

と
き
に
は
全
裸
で
家
の
中
を
歩
き
回
り
」
、
「
夜
中
に
さ
び
し
く
な
る
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と
、
ほ
と
ん
ど
何
も
身
に
つ
け
な
い
か
つ
こ
う
で
彼
の
部
屋
の
中
へ
潜
り
込
」

ん

理

で
眠
る
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
母
に
、
善
也
は
肉
体
的
欲
望
を
抱
い
て
し
ま
い
「
致

命
的
な
関
係
に
お
ち
い
る
こ
と
を
恐
怖
す
る
」

よ
う
に
な
っ
た
。
善
也
は
そ
の
頃

と
時
を
同
じ
く
し
て
、
信
仰
を
捨
て
る
。
善
也
の
棄
教
の
一
番
の
要
因
は
、

教

団
独
自
の
厳
格
な
戒
律
を
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
く
こ
と
が
現
実
的
に
む
ず

か
し
く
な
っ
た
」
こ
と
で
は
な
い
。
「
善
也
を
決
定
的
に
信
仰
か
ら
遠
ざ
け
た
の

ワ

は
、
父
な
る
も
の
の
限
り
な
い
冷
や
や
か
さ
だ
っ
た
」
。

そ
の
後
、
十
七
歳
の
時

に
、
善
也
は
母
の
口
か
ら
、
産
婦
人
科
医
と
の
顛
末
、

そ
し
て
、
物
語
の
中
核
で
描
か
れ
る
の
は
、

つ
ま
り
自
身
の
出
生
の
秘

密
を
知
ら
さ
れ
る
。

そ
の
産
婦
人
科

医
と
お
ぼ
し
き
人
物
を
地
下
鉄
の
中
で
偶
然
見
つ
け
、
彼
を
追
い
、
見
失
っ
て
し

ま
っ
た
後
に
、
善
也
が
野
球
場
で
一
人
踊
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。

こ
の
物
語
の
中
に
、
後
の

「
海
辺
の
カ
フ
カ
」

で
は
っ
き
り
と
立
ち
現
れ
て
く
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る
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
指
摘
で
き
る
。

そ
の
詳
細
は
後
に
検
討
す
る

と
し
て
、
こ
こ
で
制
目
す
べ
き
は
、
捨
て
去
ら
れ
た
は
ず
の

「神」

の
存
在
と
、

善
也
の
距
離
の
問
題
で
あ
る
。
十
年
以
上
前
に
信
仰
を
捨
て
た
は
ず
の
善
也
。

か
し
、
彼
は
物
語
中
で
幾
度
と
な
く
「
神
様
」

と
い
う
言
葉
を
使
う
。
こ
の

様
」
の
レ
ベ
ル
は
、
物
語
日
目
頭
で
単
に
二
日
酔
い
か
ら
救
っ
て
く
れ
、

と
や
け
ぎ

み
に
祈
る
「
神
様
」

か
ら
、
物
語
結
末
で
父
ら
し
き
男
を
見
失
っ
た
善
也
が
、
荘

厳
な
気
持
ち
で
一
人
踊
っ
た
の
ち
に
咳
く
「
神
様
」
な
ど
様
々
で
あ
り
、

そ
れ
を

一
括
り
に
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
が
、
母
の
深
い
悲
し
み
を
退
け
て
ま

で
棄
教
を
選
ん
だ
善
也
が
度
々
発
す
る
「
神
様
」

と
い
う
言
葉
は
重
要
で
あ
る
。

ま
た
父
ら
し
き
男
を
見
失
っ
た
後
、
善
也
は
こ
の
出
来
事
を
「
ひ
と
つ
の
顕
現

一
連
の
出
来
事
を
宗
教
的
な
秘
蹟
だ
と
し
、
自

で
あ
り
、
秘
蹟
」
だ
と
捉
え
る
。

身
の
魂
が
「
静
か
に
晴
れ
渡
っ
た
ひ
と
つ
の
時
間
と
ひ
と
つ
の
場
所
に
た
た
ず
ん

で
」
い
る
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
大
学
時
代
の
彼
女
に
卒
業
後
結
婚
を

迫
ら
れ
た
善
也
は
、
自
分
が

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
そ
の
求
婚
を
拒

「
神
の
子
」

ん
で
い
る
。
棄
教
し
た
は
ず
の
善
也
に
見
ら
れ
る
、
こ
の
信
仰
と
棄
教
の
間
の
髄

蹄
を
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

「
約
束
さ
れ
た
場
所
で
」
で
、
当
時
現
役
オ
ウ
ム
真
理
教
信
者
と
さ
れ
て
い
た

氏
は
、
教
団
に
い
た
人
た
ち
が

「
寺
畑
多
聞
」

コ
フ
イ
フ
テ
ィ

l
・
フ
イ
フ

テ
ィ

l
」

の
揺
れ
動
く
あ
た
り
で
脱
会
し
た
り
、
あ
る
い
は
残
っ
て
い
る
」

の
だ

と
述
べ
、
「
迷
い
な
が
ら
教
団
を
脱
会
し
て
い
っ
た
人
が
明
日
戻
っ
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
し
、
迷
い
な
が
ら
残
っ
て
い
る
人
が
明
日
出
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
」

氏
は
、
当
時
、
既
に
教
団
と
縁
を
切
り
、

と
語
る
。
ま
た
、
同
書
で
「
増
谷
始
」

教
団
に
批
判
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
た
人
物
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
戻
っ
て

き
た
現
世
に
は
や
は
り
馴
染
む
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
(
中
略
)

い
ず
れ

に
せ
よ
、
ぱ
っ
と
オ
ウ
ム
を
断
ち
切
っ
て
、

そ
の
ま
ま
現
世
に
戻
っ
て
、
現
世
の

価
値
観
で
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
い
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
」

と
述
べ
て
い

し

る

神

こ
こ
に
語
ら
れ
た
、

オ
ウ
ム
と
現
世
で
揺
ら
ぎ
続
け
る
彼
ら
の
苦
悩
の
中
に
、

棄
教
し
た
は
ず
の
善
也
と
「
神
」
の
距
離
の
謎
を
解
く
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

異
な
る
価
値
体
系
を
持
つ
オ
ウ
ム
真
理
教
と
現
実
世
界
と
い
う
、
二
つ
の
狭
間
で

揺
れ
動
く
、
教
団
の
元
信
者
、

そ
し
て
現
信
者
た
ち
の
ジ
レ
ン
マ
。
そ
し
て
、

父

と
さ
れ
る
『
お
方
』
を
め
ぐ
っ
て
揺
れ
る
善
也
の
想
い
。
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン

ド
」
で
描
か
れ
た
信
者
た
ち
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
そ
の
内
実
を
変
え
、
本
作
に
「
父
H

「
神
」
」
を
め
ぐ
る
善
也
の
撞
着
と
し
て
、
読
者
の
前
へ
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三
、
善
也
を
形
作
る
も
の

-90-

「父
H

「神」」

と
い
う
世
界
を
軸
に
揺
ら
ぎ
続
け
る
善
也
の
根
底
に
あ
る
問
題

は
、
何
な
の
か
。
こ
こ
で
、
善
也
の
成
長
過
程
と
、

そ
の
成
長
過
程
で
生
じ
て
き

た
問
題
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

ま
ず
始
め
に
善
也
が
直
面
す
る
の
は
、
自
分
は
「
普
通
よ
り
少
し
ば
か
り
下
に

い
る
」

子
ど
も
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
善
也
は
、

母
や
「
田
端

さ
ん
」
に
「
神
の
子
」

と
い
う
特
別
な
存
在
だ
と
教
え
ら
れ
る
が
、
実
際
の
彼
に

突
き
つ
け
ら
れ
た
の
は
、
小
学
校
の
高
学
年
に
な
っ
て
も
目
立
つ
と
こ
ろ
は
な
く
、

へ
ま
を
繰
り
返
し
、
勉
強
も
ま
ず
ま
ず
、

ス
ポ
ー
ツ
に
至
つ
て
は
救
い
よ
う
、
が
な

ぃ
、
と
い
う
現
実
だ
っ
た
。
特
に
、

足
が
遅
く
、
近
眼
で
手
も
不
器
用
な
善
也
が

思
い
悩
ん
だ
の
は
、
野
球
の
フ
ラ
イ
が
全
く
取
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。

チ
ー
ム
メ

イ
ト
に
文
句
を
言
わ
れ
、
女
の
子
に
笑
わ
れ
た
善
也
は
、
大
き
く
傷
つ
き
、
劣
等



感
を
抱
く
。
こ
の
善
也
、
が
抱
く
悩
み
は
、
特
別
な
悩
み
で
は
な
い
。
具
体
的
な
エ

ピ
ソ

l
ド
の
違
い
は
多
少
あ
っ
て
も
、
こ
の
類
の
悩
み
は
、
青
年
期
に
お
け
る
若

者
が
誰
し
も
一
度
は
抱
い
た
こ
と
の
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
『
青
年
の
心
理
学
』
で

は
、
青
年
期
の
若
者
が
ぶ
つ
か
る
自
己
意
識
の
問
題
の

っ
と
し
て
、
「
劣
等
感
」

を
挙
げ
て
い
る
。

自
己
意
識
や
自
己
価
値
を
左
右
す
る
自
我
感
情
の
一
つ
に
劣
等
感
が
あ
る
。

成
績
や
運
動
能
力
、
容
貌
、
身
長
な
ど
へ
の
自
己
評
価
か
ら
く
る
、
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
浅
い
レ
ベ
ル
の
劣
等
感
か
ら
、
「
自
分
を
と
る
に
足
り
な
い
存

在
だ
」
「
誰
か
ら
も
何
を
も
期
待
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
っ
た
卑
小
感
や
余

計
物
意
識
か
ら
く
る
、
存
在
自
体
に
関
わ
る
深
い
レ
ベ
ル
の
劣
等
感
が
あ
る
。

(
中
略
)
劣
等
感
は
一
般
に
、
他
者
と
の
比
較
に
お
い
て
生
じ
る
感
情
だ
と

考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
む
し
ろ
自
己
、
そ
れ
も
「
理
想
自
己
」
(
自
我
理
想
)

と
の
関
係
で
生
じ
る
感
情
な
の
で
あ
る
。
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善
也
が
抱
え
て
い
た
成
績
や
運
動
能
力
な
ど
に
関
す
る
悩
み
は
、
右
に
挙
げ
ら

れ
た
劣
等
感
の
う
ち
、
前
者
の
浅
い
レ
ベ
ル
の
劣
等
感
に
相
当
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

そ
こ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
、
普
通
よ
り
少
し
ば
か
り
下
に
い
る
子
ど
も
、

ま
た
、

と
い
う
自
己
へ
の
判
断
は
、

母
や
「
田
端
さ
ん
」

の
言
う
特
別
な
子
ど
も
か
ら
は

遠
く
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
特
別
な
子
ど
も
」

と
い
う
概
念
が
、
意

識
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
当
時
の
善
也
に
と
っ
て
の

「
理
想
自
己
」
だ
っ

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
卑
小
感
は
、
後
者
の
存
在
自
体
に
関

わ
る
深
い
レ
ベ
ル
の
劣
等
感
と
な
る
だ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
は
、

「
理
想
自
己
」
を
形
成
す
る
の
は
、

母
を
中
心
と
し
た

そ
の

教
団
内
の
人
物
が
付
与
し
た
「
特
別
な
子
ど
も
」

と
い
う
枠
組
み
で
あ
り
、

そ
の

枠
組
み
が
父
と
の
関
係
を
基
調
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
善
也
が
根
源
的
に
煩
悶

す
る
の
は
、
「
理
想
自
己
」

と
、
現
実
の
自
己
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
で
あ
る

が
、
そ
の

「
理
想
自
己
」

の
基
底
を
な
す
『
お
方
』
と
い
う
父
の
存
在
、

そ
し
て

そ
れ
を
善
也
に
付
与
す
る
母
の
存
在
、
こ
の
両
者
の
存
在
が
、
善
也
を
慎
悩
さ
せ

る
要
因
を
作
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
善
也
に
と
っ
て
の
父
と
母
に
は

大
き
な
相
違
が
あ
る
。

い
つ
も
善
也
を
愛
し
慈
し
み
、
善
也
に
寄
り
添
っ

母
が
、

た
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

父
『
お
方
』
は
善
也
に
と
っ
て
、

そ
の
存
在
を
感

じ
取
る
こ
と
の
出
来
な
い
「
限
り
な
い
冷
や
や
か
さ
」
を
持
つ
存
在
な
の
で
あ
る
。

こ
の
善
也
と
父
母
と
の
関
係
の
あ
り
方
か
ら
想
起
さ
れ
る
の
は
、
フ
ロ
イ
ト
が

提
唱
し
た
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
だ
ろ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
エ
デ

「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
に
お
い
て
前
面
に
押
し
出

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
テ

i
マ
で
あ
り
、
村
上
と
フ
ロ
イ
ト
と
の
関
係
は
、
こ

れ
ま
で
も
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
本
作
や
「
海

イ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
後
の

噌

EムQ
d
 

辺
の
カ
フ
カ
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
フ
ロ
イ
ト

の
理
論
の
み
で
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
。

エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

を
提
唱
し
た
フ
ロ
イ
ト
は
、
こ
れ
を
人
類
普
遍
の
も
の
だ
と
定
義
し
た
が
、
新
フ

そ
れ
と
は
少
し
異
な
る
見
解
を
示
す
。

ロ
イ
ト
派
の
フ
ロ
ム
は
、

フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
と
、
男
の
子
は
性
衝
動
を
最
初
の
愛
の
対
象
で
あ
る
母

に
向
け
る
。
こ
の
結
果
、
男
の
子
は
父
親
を
ラ
イ
バ
ル
視
し
て
、
憎
む
よ
う

に
な
る
。
こ
れ
が
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

し
か
し
家
庭

内
で
は
父
親
が
絶
大
な
権
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
男
の
子
が
自
分
の
願
望

を
み
た
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
父
親
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
し
、
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父
親
の
道
徳
的
な
命
令
や
規
範
を
と
り
入
れ
る
。
こ
の
と
り
入
れ
ら
れ
た
も

し
か
し
こ
の
と

の
が
、
超
自
我
(
良
心
)
を
形
成
す
る
上
の
基
盤
に
な
る
。

り
込
み
は
、
部
分
的
に
し
か
成
功
し
な
い
か
ら
、

父
親
と
の
ラ
イ
バ
ル
関
係

は
ア
ン
ピ
パ
レ
ン
ト
な
(
愛
と
憎
し
み
が
並
存
し
て
い
る
)
感
情
を
生
む
。

つ
ま
り
彼
は
、
父
親
に
愛
さ
れ
た
い
と
望
む
と
同
時
に
、
父
親
に
反
抗
す
る
。

(
中
略
)

と
こ
ろ
が
フ
ロ
ム
は
、
こ
れ
は
父
性
中
心
的
な
社
会
の
人
間
だ
け

に
見
ら
れ
る
と
し
た
。

つ
ま
り
、
彼
は
、

エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

の
普
遍
性
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
窺
わ
れ
る
、
「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊

る
」
「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
両
作
で
共
通
し
て
い
る
の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
が

絶
対
的
な
父
の
権
力
の
下
で
育
っ
て
い
る
点
で
あ
り
、
彼
ら
が
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
い
た
の
は
、

そ
の
環
境
下
に
お
い
て
で
あ
る
。

と
す
る
と
、

類
普
遍
だ
と
定
義
さ
れ
る
フ
ロ
イ
ト
の
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
論
だ
け
で

は
作
品
を
説
明
し
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
思
い
起
こ
し
た
い
の
が
、

こ
の
フ
ロ
ム
の
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
論
な
の
で
あ
る
。

母
を
愛
す
る
善
也
は
、
絶
対
者
で
あ
る
父
『
お
方
』
の
世
界
の
ル
!
ル
に
基
づ

く
厳
格
な
戒
律
に
従
い
、

そ
れ
を
守
り
続
け
て
い
た
。
「
小
学
校
を
卒
業
す
る
ま

で
、
善
也
は
週
に
一
度
は
母
親
と
布
教
活
動
に
出
か
け
」
、
「
そ
う
い
う
折
に
は
と

く
べ
つ
優
し
」

い
母
を
嬉
し
く
思
い
な
が
ら
、
「
こ
れ
で
お
父
さ
ん
で
あ
る
神
様

も
、
僕
の
こ
と
を
少
し
は
認
め
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
考
え
て
い
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
、
「
神
の
子
」

で
あ
る
は
ず
の
善
也
は
、

少
し
も
『
お
方
』
に
近

づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
善
也
が
認
識
す
る
の
は
、
特
別
な
「
神
の
子
」

か
ら
は

程
遠
い
卑
小
な
姿
の
ま
ま
の
自
分
な
の
で
あ
る
。

教
団
内
で
育
っ
た
善
也
に
と
っ
て
、

父
『
お
方
』
は
絶
対
者
と
し
て
崇
め
ら
れ

る
権
威
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
こ
の
環
境
は
、
ま
さ
に
父
性
中
心

の
世
界
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
善
也
を
庇
護
し
、
彼
の
一
番
の
拠
り

ど
こ
ろ
で
あ
っ
た
は
ず
の
母
は
、
そ
の
『
お
方
』
に
全
幅
の
信
頼
を
置
い
て
い
た
。

フ
ロ
ム
の
理
論
を
借
り
る
な
ら
、
こ
の
環
境
下
で
善
也
が
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ

ツ
ク
ス
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
彼
に
と
っ
て
必
定
の
も
の
で
あ
り
、
善
也

は
な
る
べ
く
し
て
そ
う
な
っ
た
人
物
な
の
で
あ
る
。
善
也
の
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
は
、

こ
の
環
境
下
で
、
彼
に
深
く
根
付
き
、
長
き
に

E
っ
て
彼
に
深
い

憂
悶
を
強
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
善
也
は
そ
の
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
絶
え
ず
、

そ
れ
に
抗
し
続
け
て
い
る
。

そ
の
最
初
の
方

法
が
、
善
也
の
棄
教
で
あ
る
。
善
也
が
煩
悶
す
る
「
理
想
自
己
」

と
現
実
の
自
己

92-

人

の
差
異
に
よ
る
劣
等
感
。
そ
れ
を
作
り
出
す
の
が
、
父
と
さ
れ
て
い
る
絶
対
者
『
お

方
』
で
あ
り
、

そ
れ
を
規
定
す
る
の
が
母
で
あ
る
な
ら
、

そ
の
枠
組
み
か
ら
抜
け

出
し
て
し
ま
え
ば
い
い
、

そ
う
善
白
は
考
え
た
の
で
は
な
い
か
。
自
身
で
も
知
ら

ぬ
聞
に
、
自
身
の
中
で
父
と
母
の
存
在
に
よ
る
「
理
想
自
己
」
が
形
成
さ
れ
て
い

る
、
こ
の
枠
組
み
の
前
提
に
あ
る
の
は
、
善
也
の
母
へ
の
愛
情
と
、
当
時
の
善
也

を
取
り
巻
く
環
境
の
中
で
、
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
君
臨
す
る
父
『
お
方
』
の

絶
対
性
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

そ
の
父
の
絶
対
性
か
ら
逃
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
身
の
中
で
、

母
の
規
定
す
る
「
特
別
な
子
」

と
い
う
規
定
は
揺
ら
ぐ
こ
と
と
な

り
、
自
身
は
そ
の
「
理
想
自
己
」
を
追
い
求
め
ず
に
す
む
よ
う
に
な
る
。
こ
の
「
理

想
自
己
」

か
ら
の
解
放
が
、
善
也
の
棄
教
の
背
後
に
潜
む
も
う
一
つ
の
コ

i
ド
で

あ
り
、
こ
の
棄
教
に
よ
っ
て
善
也
は
、
「
理
想
自
己
」

と
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
ブ
レ

ツ
ク
ス
、
両
者
か
ら
の
解
放
を
希
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。



早
い
時
期
か
ら
「
手
軽
に
セ
ッ
ク
ス
の
相
手
を
し
て
く
れ
る

ガ
l
ル
フ
レ
ン
ド
を
必
死
に
な
っ
て
捜
し
求
め
」
、
「
ア
ル
バ
イ
ト
し
た
金
で
風
俗

ま
た
、
善
也
は
、

庖
に
ま
で
通
」

ぃ
、
性
欲
処
理
に
躍
起
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
行
動
は
母
と
「
致

命
的
な
環
境
に
お
ち
い
る
こ
と

へ
の
恐
怖
に
端
を
発
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

の
行
為
も
善
也
の
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
回
避
す
る
方
法
の
一

つ
だ
と

捉
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
棄
教
し
で
も
な
お
、
善
也
の
側
に
は
い
つ
も
母
の
影
が

あ
り
、

そ
の
母
が
『
お
方
』
を
信
仰
し
続
け
る
限
り
、
や
は
り
善
也
は
そ
の
エ
デ

イ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
善
也
の
脳
裡
に
は
、
絶
え
ず
は

っ
き
り
と
し
た
姿
の
見
え
な
い
父
の
存
在
が
つ
き
ま
と
い
、

そ
の
一
方
で
現
実
に

存
在
す
る
母
の
肉
体
へ
の
欲
動
も
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
善
也
の
邪
念
、
自
己
と
の
対
峠

し
か
し
、
こ
の
善
也
に
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る
。

そ
れ
が
、
阪
神
大
震
災
で
あ

村上春樹「神の子どもたちはみな踊る」論

り
、
実
在
の
父
(
ら
し
き
人
物
)
と
の
遭
遇
で
あ
る
。
阪
神
大
震
災
に
よ
っ
て
、

母
、
が
東
京
か
ら
神
戸
へ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
行
く
こ
と
に
な
り
、
初
め
て
善
也
と
母

の
聞
に
物
理
的
距
離
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
善

也
は
住
事
帰
り
の
地
下
鉄
の
中
で
、

父
(
ら
し
き
人
物
)
に
初
め
て
遭
遇
す
る
。

こ
の
人
物
は
、
昔
母
に
聞
い
た
産
婦
人
科
医
の
特
徴
と
同
様
に
、
欠
け
た
右
の
耳

た
ぶ
を
持
つ
人
物
で
あ
り
、
こ
の
人
物
を
見
か
け
た
善
也
は
「
こ
の
男
が
自
分
の

生
物
学
的
な
父
親
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
」
と
直
感
的
に
感
じ
、
彼
を
追

う
。
し
か
し
、
地
下
鉄
で
た
ま
た
ま
見
か
け
た
男
を
、
遥
か
昔
に
伝
聞
し
た
外
見

一
度
も
姿
を
見
た
事
の
な
い
父
だ
と
考
え
る
こ
と
が
本

的
特
徴
の
類
似
だ
け
で
、

当
に
で
き
る
の
か
。
こ
の
判
断
は
、
善
也
の
直
感
か
ら
来
た
も
の
で
は
な
く
、
善

也
の
こ
の
男
、
が
父
で
あ
っ
て
欲
し
い
、
と
い
う
願
望
に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
も
の
な

の
で
は
な
い
か
。
そ
の
願
望
が
善
也
に
、
こ
の
男
を
父
親
だ
と
思
い
込
ま
せ
た
よ

う
に
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
善
也
の
目
に
見
え
る
実
際
的
な
父

の
存
在
、
が
、
彼
に
煩
悶
を
強
い
て
き
た
『
お
方
』
と
い
う
目
に
見
え
な
い
観
念
的

な
父
親
の
存
在
を
打
ち
消
す
一
筋
の
光
の
よ
う
に
映
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推

察
さ
れ
る
。

そ
の
た
め
、
極
め
て
暖
昧
な
外
見
的
特
徴
の
類
似
し
か
な
い
こ
の
男

を
父
親
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
、

つ
の
逆
転
現
象
が
起
こ
る
。

父
と
母
の
、
善
也
に

そ
れ
は
、

対
す
る
距
離
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
い
つ
も
善
也
に
寄
り
添
い
側
に
い
た
の
が
母
で

あ
り
、
善
也
の
意
識
に
観
念
的
な
存
在
と
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
の
が
父
で

そ
の
位
置
関
係
が
こ
こ
で
逆
転
し
、
実
在
の
人
物
と
し
て
善
也
の
前
に

姿
を
現
し
て
い
る
の
が
父
と
な
り
、
善
也
の
内
面
で
意
識
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
時

あ
っ
た
。
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遠
く
離
れ
た
神
戸
に
い
る
観
念
と
し
て
の
母
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
位
置
関
係

の
逆
転
に
よ
っ
て
、
善
也
は
自
己
へ
目
を
向
け
、
過
去
を
回
想
し
始
め
る
。

そ
し

て
初
め
て
正
面
か
ら
、
こ
れ
ま
で
物
理
的
に
も
精
神
的
に
も
近
く
に
い
す
ぎ
た
母

の
存
在
、

そ
し
て
そ
の
母
へ
の
想
い
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。

父
と
思
し
き
男
に
遭
遇
し
た
善
也
は
、

そ
の
男
が
地
下
鉄
を
下
草
し
タ
ク
シ
ー

に
乗
り
込
ん
だ
後
も
、

そ
の
男
を
追
い
か
け
る
。

そ
し
て
、

そ
の
男
が
降
り
た
つ

た

「
新
し
い
街
灯
だ
け
が
い
や
に
目
立
っ
て
い
る
」
「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
高
い
塀

が
長
く
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
」
に
善
也
も
降
り
立
つ
。
男
、
か
進
む
ま
ま
に
、
善
也

も
「
光
の
届
か
な
い
」
「
す
れ
違
う
の
も
む
ず
か
し
い
く
ら
い
狭
い
」
「
両
側
を
高

い
壁
で
は
さ
ま
れ
た
ま
っ
す
ぐ
な
陸
路
」
を
時
男
の
足
音
だ
け
を
頼
り
に
追
っ
て

い
く
。
地
下
鉄
、
高
い
壁
、
暗
闇
、
隆
路
、
こ
の
道
筋
を
追
っ
て
い
く
際
に
、
読

者
の
脳
裡
を
掠
め
る
の
は
、
「
世
界
の
終
り
と
ハ

i
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ



村上春樹「神の子どもたちはみな踊るJ論

と
、
や
み
く
ろ
の
住
ま
う
「
暗
黒

そ
し
て
、
読
者
が
「
世
界
の
終
り
と
ハ

i

ン
ド
」
に
登
場
す
る
壁
に
隔
て
ら
れ
た
「
街
」

の
地
下
世
界
」

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
に
描
か
れ
た
あ
の
風
景
を
ぼ
ん
や
り
と
思
い

描
き
始
め
た
こ
ろ
、
善
也
は
、
広
々
と
し
た
野
球
場
に
辿
り
着
き
、
「
僕
は
い
つ

た
い
こ
の
こ
と
で
何
を
求
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
」

と
疑
問
を
抱
く
。

そ
し
て
、
こ

れ
ま
で

「
僕
が
追
い
回
し
て
い
た
の
は
た
ぶ
ん
、
僕
自
身
が
抱
え
て
い
る
暗
閣
の

の
だ
と
気
づ
き
、

そ
の
尻
尾
を
「
追
跡
し
、
す
が

尻
尾
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
」

そ
し
て
よ
り
深
い
暗
闇
の
中
に
放
っ
た
の
だ
」

と
考
え
る
。
善
也
に
と

り
っ
き
、

父
へ
の
関
心
の
裏
に
あ
る
母
へ
の
邪
念
、

つ
ま
り
善

つ
て
の
暗
闇
の
尻
尾
と
は
、

也
が
常
に
心
の
う
ち
に
抱
い
て
い
た
母
へ
の
肉
体
的
欲
求
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
母

へ
の
欲
望
に
苛
ま
れ
続
け
た
善
也
は
、
こ
こ
で
そ
の
邪
念
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で

は
な
い
。
そ
の
邪
念
を
抱
く
自
分
の
姿
を
認
め
た
上
で
、
自
身
の
よ
り
深
い
内
奥

に
そ
の
邪
念
を
封
じ
込
め
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
同
時
に
そ
の
邪
念
を
内
包
し
た

ま
ま
生
き
る
こ
と
の
決
意
、

必
要
と
あ
ら
ば
そ
の
邪
念
と
何
度
で
も
戦
う
決
意
で

も
あ
る
。

そ
し
て
善
也
は
野
球
場
で
一
人
、
「
草
の
そ
よ
ぎ
と
雲
の
流
れ
に
あ
わ

せ
て
」
踊
り
は
じ
め
る
。

様
々
な
動
物
が
だ
ま
し
絵
の
よ
う
に
森
の
中
に
ひ
そ
ん
で
い
た
。
中
に
は

見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
恐
ろ
し
げ
な
獣
も
混
じ
っ
て
い
た
。
彼
は
や
が
て

そ
の
森
を
通
り
抜
け
で
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
で
も
恐
怖
は
な
か
っ
た
。

だ
っ
て
そ
れ
は
僕
自
身
の
中
に
あ
る
森
な
の
だ
。
僕
自
身
を
か
た
ち
づ
く
っ

て
い
る
森
な
の
だ
。
僕
自
身
が
抱
え
て
い
る
森
な
の
だ
。

母
へ
の
邪
念
に
煩
悶
し
続
け
て
き
た
善
也
は
、

こ
こ
で
、

そ
の
邪
念
を
、
最
終

的
に
自
分
自
身
の
問
題
へ
と
還
元
し
捉
え
直
し
て
い
る
。
奇
し
く
も
幼
い
頃
の
善

也
に
、
大
き
な
劣
等
感
を
与
え
た
場
で
あ
る
野
球
場
に
お
い
て
、
善
也
は
自
分
の

抱
え
て
い
た
問
題
、
が
、
自
身
の
中
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
。
「
か
つ
て

は
外
野
フ
ラ
イ
を
う
ま
く
捕
球
す
る
こ
と
が
、
生
死
を
わ
け
る
ほ
ど
の
重
大
な
懸

案
で
あ
っ
た
の
に
、

よ
う
に
、
善
也
の
抱
く
邪

そ
う
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」

念
は
こ
こ
で
善
也
の
一
部
と
し
て
内
包
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
止
め
た
彼
に
と
っ
て
、

も
う
そ
れ
は
重
要
な
懸
案
で
は
な
く
な
る
。
こ
の
自
己
と
の
対
峠
は
、
先
に
挙
げ

た

「
世
界
の
終
り
と
ハ
!
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」

の

「
僕
」
が
行
き

着
い
た
結
論
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
。

僕
は
そ
の
街
の
中
に
あ
り
、

そ
の
街
は
僕
の
中
に
あ
っ
た
。
街
は
僕
の
体
の

揺
れ
に
あ
わ
せ
て
息
を
し
、
揺
れ
て
い
た
。
(
中
略
)
こ
こ
に
あ
る
す
べ
て

-94一

の
も
の
が
僕
自
身
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
壁
も
門
も
獣
も
森
も
川
も

風
穴
も
た
ま
り
も
、
す
べ
て
が
僕
自
身
な
の
だ
。
彼
ら
は
み
ん
な
僕
の
中
に

(
1
4
}
 

い
た

抱
え
て
い
た
問
題
に
差
異
が
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の

僕
」
も
、
最
終
的
に
、
や

は
り
自
身
が
抱
え
て
い
た
問
題
を
自
身
へ
還
元
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

ま
る
で

鏡
像
の
よ
う
に
類
似
し
た
こ
の
描
写
か
ら
も
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
作
に
お
い
て

善
也
が
辿
り
着
く
、
自
己
に
関
す
る
問
題
は
、
過
去
の
村
上
作
品
で
繰
り
返
し
描

か
れ
て
き
た
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
こ
で
再
度
間
い
直
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
善
也
は
野
球
場
で
踊
り
続
け
な
が
ら
、
自
身
の
足
元
に
議

く
存
在
を
意
識
し
始
め
る
。



ふ
と
、
自
分
が
踏
み
し
め
て
い
る
大
地
の
底
に
存
在
す
る
も
の
の
こ
と
を
思

っ
た
。

そ
こ
に
は
深
い
闇
の
不
吉
な
底
鳴
り
が
あ
り
、
欲
望
を
運
ぶ
人
知
れ

ぬ
底
流
が
あ
り
、

ぬ
る
ぬ
る
と
し
た
虫
達
の
嚢
き
が
あ
り
、
都
市
を
瓦
磯
の

山
に
変
え
て
し
ま
う
地
震
の
巣
が
あ
る
。
そ
れ
ら
も
ま
た
地
球
の
律
動
を
作

り
出
し
て
い
る
も
の
の
一
員
な
の
だ
。
彼
は
踊
る
の
を
や
め
、
息
を
整
え
な

が
ら
、
底
な
し
の
穴
を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
に
、
足
元
の
地
面
を
見
お
ろ
し
た
。

こ
の
大
地
の
底
に
存
在
す
る
も
の
の
影
も
、
や
は
り
先
の

「
世
界
の
終
り
と
ハ

i
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
に
描
か
れ
た
や
み
く
ろ
の
住
ま
う
地
下
世

界
を
努
努
と
さ
せ
る
。
ま
た
、
こ
の
欲
望
を
運
ぶ
不
吉
な
底
鳴
り
か
ら
連
想
さ
れ

る
、
圧
倒
的
か
つ
突
如
と
し
て
人
々
を
襲
う
暴
力
の
存
在
は
、
「
ね
じ
ま
き
鳥
ク

ロ
ニ
ク
ル
」

の
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
な
ど
で
描
か
れ
て
き
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら

に
象
徴
さ
れ
る
、
暴
力
的
な
要
素
は
、
村
上
作
品
の
中
で
世
界
そ
の
も
の
、

人
間
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そ
の
も
の
の
一
要
素
と
し
て
内
在
し
、
付
き
纏
い
、
時
に
世
界
と
人
間
を
窮
地
に

追
い
や
り
、
苦
し
め
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

地
底
に
存
在
す
る
不
吉
な
影
の
存
在
を
感
じ
な
が
ら
、
善
也
は
こ
の
暴
力
的
な

要
素
が
自
身
の
中
に
も
存
在
す
る
ニ
と
に
気
づ
く
。

し
か
し
、
こ
こ
で
善
也
は
死

の
直
前
で
あ
っ
た
「
田
端
さ
ん
」
と
最
後
に
話
し
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
「
国

端
さ
ん
」

は
、
過
去
に
抱
い
た
母
へ
の
欲
望
を
善
也
に
機
悔
す
る
の
だ
が
、

そ
の

「
田
端
さ
ん
」
に
善
也
は

「
邪
念
を
抱
い
て
い
た
の
は
あ
な
た
だ
け
じ
ゃ
な
い
。

(
中
略
)
僕
ら
の
心
は
石
で
は
な
い
の
で
す
。

石
は
い
つ
か
崩
れ
落
ち
る
か
も
し

れ
な
い
。
姿
か
た
ち
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
。

で
も
心
は
崩
れ
ま
せ
ん
。
僕
ら
は

そ
の
か
た
ち
な
き
も
の
を
、
善
き
も
の
で
あ
れ
、
悪
し
き
も
の
で
あ
れ
、

ど
こ
ま

で
も
伝
え
あ
う
こ
と
、
が
で
き
る
の
で
す
。
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
の
で
す
」

と
い
う
想
い
を
向
け
る
。
邪
念
を
抱
い
て
い
て
も
、

そ
の
邪
念
を
抱
い
た
心
は
、

決
し
て
崩
れ
落
ち
は
し
な
い
。
人
は
邪
念
を
内
包
し
、
邪
念
に
抗
い
続
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
邪
念
を
内
包
し
た
心
は
、

同
時
に
、
夢
や
希
望
や
愛
を
内
包
し
た
心

で
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
心
を
人
々
は
伝
え
合
い
、
共
生
し
て
い
く
。

そ
う
し
て
善
悪
両
面
を
抱
え
た
神
の
子
ど
も
た
ち
人
聞
は
、

み
な
生
き
て
い
く
の

で
あ
る
。

そ
う
し
て
善
也
が
こ
の

と

の
だ
、

「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る

い
う
想
い
を
再
確
認
す
る
と
こ
ろ
で
こ
の
物
語
は
締
め
く
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
分
析
で
、
本
作
に
描
か
れ
た
時
代
背
景
や
、
他
作
品
か
ら
受
け
継
が
れ

F
h
u
 

n同
d

た
モ
チ
ー
フ
、

そ
し
て
テ
l
マ
と
な
り
続
け
る
問
題
な
ど
、
様
々
な
観
点
か
ら
考

察
を
試
み
た
。
残
念
な
が
ら
本
稿
に
お
い
て
、
作
品
を
連
作
短
編
集
『
神
の
子
ど

も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
全
体
へ
と
還
元
す
る
と
こ
ろ
ま
で
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、

少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
中
心
と
な
っ
て
い
た
阪
神
大
震
災
、
と
い
う

視
点
以
外
か
ら
本
作
を
聞
い
直
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

最
後
に
、
こ
の
作
品
が
持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

そ
れ
は
、
村
上
の
言
う
、
「
あ
ち
ら
側
」

「
こ
ち
ら
側
」

の
人
聞
の

の
人
間
と

同
質
性
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
教
に
槌
る
人
々
が
急
増
し
た
時
代
相
や
、
オ
ウ

ム
真
理
教
に
よ
る
サ
リ
ン
事
件
と
い
う
社
会
的
事
件
を
見
据
え
て
描
か
れ
た
本
作

に
登
場
す
る
の
は
、

い
わ
ゆ
る
「
こ
ち
ら
側
」

の
人
間
で
は
な
い
。
『
お
方
』
を

中
心
と
す
る
新
宗
教
の
影
響
下
に
あ
る
人
間
で
あ
る
。

し
か
し
、
主
人
公
善
也
の

抱
え
て
い
る
問
題
を
追
っ
て
行
っ
た
時
に
、

見
え
て
く
る
の
は
、
彼
が
最
終
的
に
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行
き
着
く
の
が
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
圧
倒
的
な
暴
力
の
存
在
の
認
識
と
、
自
己

と
の
対
時
、

そ
し
て
受
容
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
村
上
が
こ
れ
ま

で

「
こ
ち
ら
側
」

の
人
間
の
物
語
と
し
て
描
い
て
き
た
問
題
と
、
「
あ
ち
ら
側
」

の
人
間
善
也
が
、

同
一
の
問
題
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
と
い
う
姿
で
も
あ
る
。
そ

う
し
た
時
に
、
浮
揚
し
て
く
る
の
は
、
「
あ
ち
ら
側
」
の
人
間
と
さ
れ
る
も
の
と
、

の
人
間
と
さ
れ
る
も
の
の
相
違
、
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
、

「
こ
ち
ら
側
」

と
い
う
間

の
人
間
も
一
歩
足
を
踏
み
出
せ
ば
、
「
あ
ち
ら
側
」

い
で
あ
る
。
「
こ
ち
ら
側
」

の

人
間
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
少
な
く
と
も
、
本
作
に
お
け
る
善
也
の
立
ち

位
置
で
あ
る
、
「
あ
ち
ら
側
」

と

「
こ
ち
ら
側
」

で
揺
れ
る
人
間
に
は
、
誰
し
も

、
か
な
り
う
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
問
題
こ
そ
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」

と

「
約
束
さ
れ
た
場
所
で
」

を
著
し
た
村
上
が
突
き
当
た
っ
た
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
本
作
は
、
村

上
が
単
に
〈
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
〉

の
第
二
弾
と
し
て
阪
神
大
震
災
を
モ
チ
ー
フ
に

選
ん
で
描
い
た
作
品
で
は
な
い
。
先
に
著
さ
れ
た
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
「
約

束
さ
れ
た
場
所
で
」
で
、
村
上
が
抱
い
た
問
題
を
、
物
語
の
中
で
再
度
問
い
直
し
、

語
り
継
い
で
ゆ
く
作
品
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注

(
1
)
現
実
に
起
き
た
地
震
と
い
う
出
来
事
を
「
「
自
己
化
し
た
現
実
」
の
中
で
、
か
ら

つ
ぼ
で
あ
る
自
分
に
気
づ
く
こ
と
な
く
生
き
」
る
現
代
人
の
問
題
へ
と
還
元
し
た

青
嶋
康
文
氏
(
「
深
層
に
向
っ
て
村
上
春
樹
「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
」

の
場
合
」
「
月
刊
国
語
教
育
」
二

O
O
二
年
十
二
月
号
)
、
「
新
作
は
、
国
家
イ
メ

ー
ジ
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
阪
神
大
震
災
、
そ
の
被
災
者
の
方
々
、
さ
ら
に
は
彼

ら
を
無
意
識
に
国
家
幻
想
の
方
向
へ
押
し
や
ろ
う
と
す
る
周
囲
の
我
々
一
人
ひ
と

り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
個
人
の
粋
に
奪
還
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
書
か
れ
た
」
と

指
摘
す
る
い
と
う
せ
い
こ
う
氏
(
「
書
評
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
村

上
春
樹
」
「
群
像
」
二

0
0
0年
四
月
号
)
、
「
地
震
が
何
か
を
喚
起
す
る
も
の
、

せ
き
止
め
ら
れ
て
い
た
何
も
の
か
を
再
び
動
か
す
も
の
」
を
象
徴
し
て
い
る
と
す

る
福
田
和
也
氏
(
「
「
正
し
い
」
と
い
う
事
、
あ
る
い
は
神
の
子
ど
も
た
ち
は
「
新

し
い
結
末
」
を
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
?
」
「
文
撃
界
」
二

0
0
0
年
七
月
号
)

な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

(
2
)

「
村
上
作
品
の
最
近
の
黙
示
録
的
語
調
に
つ
い
て
」
(
「
ユ
リ
イ
カ
総
特
集
村

上
春
樹
を
読
む
」
二

0
0
0年
三
月
臨
時
増
刊
号
)

(
3
)

「
地
震
と
父
な
る
も
の
の
影
」
(
『
村
上
春
樹
イ
エ
ロ
ー
ペ

l
ジ
P
A
R
T
2
』

荒
地
出
版
社
二

O
O
四
年
五
月
)

(
4
)
井
門
富
二
夫
『
カ
ル
ト
の
諸
相
』
(
岩
波
書
庄
一
九
九
七
年
一

O
月
)
。
十
九

世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
新
興
宗
教
や
カ
ル
ト
の
あ
り
方
、
ま
た
そ
れ

ら
の
流
布
に
関
す
る
世
情
に
詳
し
い
。

(
5
)

「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
で
青
年
に
取
り
溶
き
、
超
越
的
な
力
を
持
つ
右
翼
の
「
先

生
」
に
な
っ
て
い
た
羊
や
、
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
で
霊
的
能
力
を
持

つ
ユ
キ
、
同
様
に
霊
的
能
力
を
持
っ
た
「
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
」
の
加
納

マ
ル
タ
・
ク
レ
タ
姉
妹
の
存
在
を
は
じ
め
、
こ
れ
ま
で
の
村
上
作
品
に
も
一
種

の
カ
ル
ト
や
宗
教
的
な
モ
チ
ー
フ
は
描
か
れ
て
き
た
。

(
6
)
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
「
約
束
さ
れ
た
場
所
で
」
両
作
に
お
い
て
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
を
受
け
た
人
の
名
前
は
、
実
名
で
あ
る
か
仮
名
で
あ
る
か
明
示
し
な
い

と
い
う
方
針
が
取
ら
れ
て
い
る
。
引
用
は
、
『
約
束
さ
れ
た
場
所
で
』
(
文
集
文

庫

二

O
O
一
年
七
月
)
に
拠
る
。

(
7
)
な
お
、
清
水
良
典
氏
は
、
「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
で
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

ι

を
受

け
た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
被
害
者
「
武
田
雄
介
」
氏
(
掲
注

(
6
)
参
照
)

を
取
り
上
げ
、
彼
の
持
つ
「
少
年
の
表
面
的
な
寡
黙
さ
、
ク
ー
ル
さ
」
が
、
「
海

辺
の
カ
フ
カ
」
の
主
人
公
カ
フ
カ
に
受
け
継
、
か
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
『
村
上
春
樹
は
く
せ
に
な
る
』
朝
日
新
聞
社
二

O
O
六
年
十
月
)

(
8
)
掲
注

(
6
)
参
照

(
9
)
掲
注

(
6
)
参
照

(ω)
落
合
良
行
・
伊
藤
裕
子
・
斎
藤
誠
一
『
青
年
の
心
理
学
』
第
七
章
二
項
「
劣

等
感
が
持
つ
意
味
」
(
有
斐
閣
一
九
九
三
年
四
月
)

po 
n
w
d
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(
日
)
作
中
で
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
描
い
て
い
る
村
上
は
、
実
生
活
に
お

い
て
も
父
親
と
の
不
和
が
鳴
か
れ
て
い
る
。
デ
ビ
ュ
ー
当
時
に
は
、
村
上
作
品

に
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
か
っ
た
家
族
、
特
に
父
親
の
存
在
が
、
近
年
次
第
に
描

か
れ
始
め
た
こ
と
と
、
そ
の
描
か
れ
方
な
ど
、
村
上
と
父
の
関
係
に
纏
わ
る
問

題
に
つ
い
て
今
後
の
検
討
が
待
た
れ
る
。

(
ロ
)
小
林
正
明
氏
の
「
暗
い
パ
ロ
デ
ィ
フ
ロ
イ
ト
現
象
と
し
て
の
村
上
春
樹
」
(
「
岩

波
講
座
文
学
」
二

O
O三
年
六
月
号
)
、
小
森
陽
一
氏
の
『
村
上
春
樹
論
「
海
辺

の
カ
フ
カ
」
を
精
読
す
る
』
(
平
凡
社
新
書
二

O
O
六
年
)
な
ど
、
村
上
作
品

は
し
ば
し
ば
フ
ロ
イ
ト
と
絡
め
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
安
田
一
郎
『
フ
ロ
ム
』
(
清
水
書
院
一
九
八

O
年
十
一
月
)

(
け
は
)
三
十
六
章
「
世
界
の
終
り

l
手
風
琴
|
」
よ
り
引
用
。
引
用
は
『
世
界
の
終
り

と
ハ
!
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
(
新
潮
文
庫
一
九
八
八
年
十
月
)

に
拠
る
。

(
日
)
引
用
し
た
「
世
界
の
終
り
と
ハ

i
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
は
、
外

部
意
識
の
自
己
と
、
内
部
意
識
の
自
己
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
り
、
デ
ビ
ュ
ー
ー
三

部
作
に
あ
た
る
「
風
の
歌
を
聴
け
」
「
1
9
7
3
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
「
羊
を
め

ぐ
る
冒
険
」
も
、
鼠
を
主
人
公
「
僕
」
の
も
う
一
人
の
姿
だ
と
捉
え
る
と
、
自

己
の
問
題
を
扱
っ
た
作
品
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
村
上
が
「
若

い
読
者
の
た
め
の
短
編
小
説
案
内
」
で
行
っ
た
「
第
三
の
新
人
」
の
作
品
解
説

の
中
心
は
、
個
々
の
作
品
に
描
か
れ
た
自
己
の
構
造
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

村
上
の
自
己
と
い
う
問
題
へ
の
関
心
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
と
と
も
に
、
村
上
の

考
え
る
自
己
に
つ
い
て
の
一
端
が
垣
間
見
え
、
興
味
深
い
。

(
凶
)
宗
教
学
者
井
内
富
二
夫
氏
は
、
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ど
の
「
極
端
な
宗
教
活
動
に

つ
い
て
も
、
社
会
全
体
の
枠
組
み
あ
る
い
は
そ
の
変
動
の
中
に
お
い
て
そ
の
事

件
の
動
因
を
考
察
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
「
宗
教
」
「
信
条
」
は
そ
の
分
析
観

点
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
「
宗
教
」
の
機
能
(
麻
原
と
か
コ
レ
シ
ユ
の
信
条
と

そ
れ
に
も
と
づ
く
行
為
)
が
、
当
の
社
会
の
中
で
い
か
な
る
役
割
を
も
っ
て
生

ま
れ
て
き
た
か
を
分
析
し
、
そ
の
分
析
結
果
を
知
識
と
し
て
語
り
つ
い
で
い
く

の
が
学
者
と
し
て
の
仕
事
で
あ
る
」
と
語
っ
て
い
る
。
(
掲
注

(
4
)
参
照
)

村
上
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
へ
の
考
え
方
に
も
、
こ
れ
に
近
い
も
の
が
見
受
け

ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
」
は
、
「
ア
ン
ダ
ー
グ

ラ
ウ
ン
ド
」
「
約
束
さ
れ
た
場
所
で
」
を
著
し
た
村
上
が
、
文
学
者
と
し
て
、

ど
う
物
語
に
還
元
し
て
い
け
る
か
を
模
索
し
た
作
品
だ
と
言
え
る
。
後
の
「
海

辺
の
カ
フ
カ
」
等
の
作
品
も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、
今
後
こ
の
問
題
に
つ
い
て

研
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

[
附
記
]
テ
ク
ス
ト
は
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
(
二

O
O
二
年

三
月
新
潮
文
庫
)
を
使
用
し
た
。

な
か
や
ま

さ
ち
え
、
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
在
学
)
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