
は
じ
め
に

〈
対
話
〉
す
る
短
編
集

村
上
春
樹
は
、「
１
Q
8
4
」（
二
〇
〇
九
・
五
、
二
〇
一
〇
年
・
四
）
の
社

会
現
象
に
顕
著
だ
が
、
日
本
に
お
い
て
特
殊
な
位
置
に
お
り
、
か
つ
同
時
代
に

お
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
読
者
層
を
有
し
て
い
る
希
有
な
作
家
で
あ
る
。
村
上
文

学
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
非
現
実
的
な
こ
と
が
起
こ
る
世

界
（
い
わ
ゆ
る
ム
ラ
カ
ミ
・
ワ
ー
ル
ド
）
へ
読
者
を
引
き
込
む
力
、「
物
語
」

の
求
心
力
の
強
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
実
際
に
村
上
は
「
物
語
」
の
力
を
強
く
意

識
し
、
小
説
を
作
り
上
げ
て
い
る（
１
）
。
た
だ
、
こ
の
「
物
語
」
の
力
は
、
デ
ビ
ュ

ー
当
時
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
村
上
は
処
女
作
「
風
の
歌
を
聴
け
」（
一

九
七
九
・
六
）
を
書
く
際
に
、
新
し
い
表
現
方
法
を
模
索
す
る
た
め
、
日
本
語

性
を
消
去
し
よ
う
と
試
み
た
。
具
体
的
に
は
、
一
章
を
英
語
で
書
き
、
そ
れ
を

翻
訳
し
て
余
計
な
装
飾
の
な
い
シ
ン
プ
ル
な
文
章
と
い
う
自
ら
の
文
体
を
手
に

入
れ
た
。
こ
こ
で
は
文
体
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
一
つ
の
課
題
で
あ
っ
た
た

め
、
断
片
を
並
べ
る
と
い
う
形
で
し
か
表
現
が
で
き
な
か
っ
た
。
断
片
の
表
現

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
村
上
が
、
非
現
実
的
な
世
界
の
中
へ
読
者
を
引
き
込
む
力

を
持
つ
「
物
語
」
を
書
く
ま
で
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
年
月
に
お
け
る
様
々
な
試

行
が
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
村
上
の
「
物
語
」
を
探
る
一
階
梯
と
し
て
短
編
に
注
目
し
た
い
。

村
上
は
短
編
を
「
僕
に
と
っ
て
は
様
々
な
新
し
い
可
能
性
を
点
検
し
、
試
し
て

み
る
た
め
の
、
い
わ
ば
車
の
テ
ス
ト
コ
ー
ス
の
よ
う
な
場
」
と
し
て
位
置
づ
け

て
い
る（

２
）

。
短
編
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
が
こ
の
よ
う
な
「
テ
ス
ト
コ
ー
ス
」
と

し
て
意
識
さ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
専
業
作
家
に
な
る
こ
と
を
決
め
た
後
に
出
版

し
た
第
二
短
編
集
『
螢
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』（
一
九
八
四
・
七
）

と
言
え
る
。
こ
の
短
編
集
の
特
徴
と
し
て
は
、
あ
る
特
定
の
モ
チ
ー
フ
を
組
み

合
わ
せ
る
と
い
う
試
み
が
あ
り（

３
）、

そ
の
上
で
プ
レ
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
「
螢
」（
一
九
八
三
・
一
）
は
漱
石
「
こ
こ
ろ
」
と

の
類
似
性（

４
）、「

納
屋
を
焼
く
」（
一
九
八
三
・
一
）
は
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
「B

a
rn
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B
u

rn
in

g

」
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

５
）

。「
踊
る
小
人
」（
一
九
八
四
・
一
）

に
は
ボ
ル
ヘ
ス
の
影
響
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

村
上
は
「
僕
は
小
説
と
い
う
の
は
ま
だ
無
限
の
可
能
性
を
持
っ
た
フ
ィ
ー
ル

ド
だ
と
思
う
ん
で
す
。
た
し
か
に
大
抵
の
タ
イ
プ
の
物
語
は
既
に
書
か
れ
て
し

ま
っ
た
け
れ
ど
、
新
し
い
認
識
シ
ス
テ
ム
を
使
っ
て
か
た
っ
ぱ
し
か
ら
そ
れ
ら

の
物
語
を
洗
い
な
お
し
て
い
く
こ
と
は
可
能
な
ん
で
す
よ
」
と
自
ら
の
物
語
観

を
語
っ
て
い
る（

６
）

。
こ
の
意
識
か
ら
す
る
と
、
第
二
短
編
集
は
、
モ
チ
ー
フ
の

組
み
合
わ
せ
と
と
も
に
、
先
行
の
テ
ク
ス
ト
を
意
識
的
に
取
り
入
れ
、「
新
し

い
認
識
シ
ス
テ
ム
」
に
よ
っ
て
洗
い
な
お
し
て
い
く
実
験
場
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。「
踊
る
小
人
」
の
考
察
は
、
作
家
が
先
行
テ
ク
ス
ト
を
受
け
つ
つ
、

そ
れ
と
〈
対
話
〉
し
な
が
ら
自
分
の
「
物
語
」
を
作
り
上
げ
て
い
く
試
行
、
つ

ま
り
文
学
の
生
成
の
場
を
探
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
　
村
上
春
樹
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
と
の
繋
が
り

村
上
春
樹
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
と
の
関
係
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
た

こ
と
は
な
い
が
、「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」

（
一
九
八
五
・
六
）
と
の
関
連
を
野
谷
文
昭
氏
が
論
じ
て
い
る（

７
）。

最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
村
上
春
樹
も
優
れ
た
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
で

あ
り
、
読
者
を
騙
す
才
能
に
は
並
々
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
ど
う

や
ら
彼
は
、
ボ
ル
ヘ
ス
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。
こ
の
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
の
作
家
が
村
上
春
樹
の
好
む
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
、
バ
ー
ス
ら
ポ
ス
ト
モ

ダ
ン
作
家
の
教
祖
的
存
在
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ポ

ー
ル
・
オ
ー
ス
タ
ー
に
お
け
る
ボ
ル
ヘ
ス
の
影
響
を
挙
げ
て
も
よ
い
。
も

っ
と
直
接
的
に
は
、『
世
界
の
終
り
と
…
…
』
で
ボ
ル
ヘ
ス
の
『
幻
獣
辞

典
』
を
参
考
文
献
に
挙
げ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
彼
は
そ
こ
に
記

載
の
あ
る
一
角
獣
の
項
目
を
引
用
し
て
い
る
の
だ
（
そ
の
項
目
が
な
け
れ

ば
ま
さ
し
く
ボ
ル
ヘ
ス
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
な
る
だ
ろ
う
）。

野
谷
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
最
も
明
確
な
ボ
ル
ヘ
ス
受
容
は
、「
世
界
の

終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
に
見
ら
れ
る
。
氏
は
あ
わ
せ

て
「
図
書
館
奇
譚
」（
一
九
八
二
・
六
〜
一
一
）、「
踊
る
小
人
」
と
同
じ
く
第

二
短
編
集
収
録
の
「
三
つ
の
ド
イ
ツ
幻
想
」（
一
九
八
四
・
四
）
に
も
ボ
ル
ヘ

ス
の
影
響
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
ボ
ル
ヘ
ス

調
の
文
体
（
ゴ
シ
ッ
ク
体
太
字
の
文
字
を
入
れ
る
物
語
）
が
「
街
と
、
そ
の
不

確
か
な
壁
」（
一
九
八
〇
・
九
）
に
多
用
さ
れ（

８
）、「

海
辺
の
カ
フ
カ
」（
二
〇
〇

二
・
九
）、「
１
Ｑ
８
４
」
に
散
見
さ
れ
る
。

ボ
ル
ヘ
ス
の
み
な
ら
ず
、
村
上
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
多
く
影
響
を
受

け
て
い
る
。
一
九
八
二
年
に
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受

賞
し
、
こ
の
時
期
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
の
ブ
ー
ム
が
訪
れ
て
い
た
。
集
英
社

か
ら
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
文
学
と
い
う
叢
書
が
刊
行
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
、『
集

英
社
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
文
学
16

蜘
蛛
女
の
キ
ス
』（
一
九
八
三
・
九
）
で
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は
月
報
を
書
い
て
お
り
、
熱
烈
な
プ
イ
グ
フ
ァ
ン
で
あ
る
こ
と
を
吐
露
し
て
い

る
（「
プ
イ
グ
の
小
説
に
は
プ
ロ
ッ
ト
や
ら
手
法
や
ら
語
り
ぐ
ち
や
ら
と
い
っ

た
よ
う
な
段
階
を
と
び
こ
し
て
僕
の
体
内
に
直
接
コ
ミ
ッ
ト
し
て
く
る
」）。

ま
た
、
中
上
健
次
と
の
対
談
（「
仕
事
の
現
場
か
ら
」『
国
文
学
』
一
九
八

五
・
三
）
で
は
、
村
上
の
方
か
ら
中
上
に
「
中
上
さ
ん
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
も

好
き
で
し
ょ
う
」
と
話
題
を
ふ
り
、
対
談
は
し
ば
ら
く
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学

談
義
に
な
る
。
村
上
は
プ
イ
グ
『
蜘
蛛
女
の
キ
ス
』、『
ブ
エ
ノ
ス
ア
イ
レ
ス
』

の
話
題
を
し
、
中
上
は
カ
ル
ペ
ン
テ
ィ
エ
ー
ル
、
フ
エ
ン
テ
ス
に
つ
い
て
フ
ォ

ー
ク
ナ
ー
の
影
響
を
交
え
て
語
っ
て
い
る
。
更
に
村
上
は
、
中
上
も
な
じ
み
の

な
い
カ
ブ
レ
ラ
＝
イ
ン
フ
ァ
ン
テ
『
死
せ
る
王
子
の
た
め
の
ハ
ヴ
ァ
ー
ナ
』
を

勧
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
か
な
り
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
を
読
み
込
ん
で
い

る
こ
と
が
窺
え
る
。
文
学
観
に
つ
い
て
は
、
レ
イ
モ
ン
ド
・
カ
ー
ヴ
ァ
ー
と
の

会
談
で
彼
に
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
と

質
問
し
た
と
語
り
、「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
と
か
ら
め
て
次
の
よ
う
に
発
言
し

て
い
る
。

僕
は
、
マ
ル
ケ
ス
の
『
百
年
の
孤
独
』
は
ど
っ
ち
か
と
い
う
と
都
市
の
小

説
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
。（
略
）
何
も
な
い
と
こ
ろ
か

ら
突
然
で
き
ち
ゃ
っ
て
、
そ
れ
が
何
か
の
か
げ
ん
で
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
わ

け
で
し
ょ
う
。
あ
れ
は
一
種
の
土
俗
的
な
都
市
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
を

捨
て
た
都
市
の
話
で
、
最
後
は
そ
の
土
地
に
の
み
込
ま
れ
ち
ゃ
う
け
ど
、

そ
の
意
味
で
は
一
つ
の
都
市
小
説
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
た
ん
で
す

け
ど
。（
略
）
僕
も
『
羊
…
…
』
で
は
村
が
で
き
て
、
そ
れ
が
さ
び
れ
て

い
く
話
な
ん
だ
け
ど
、
そ
う
い
う
意
味
で
興
味
あ
り
ま
す
ね
。
一
つ
の
都

市
の
誕
生
と
終
末
と
い
う
の
が
ね
。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
は
「
マ
ジ
ッ
ク
リ
ア
リ
ズ
ム
」
＝
幻
想
と
現
実
と
の

交
錯
＝
の
技
法
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
は
後
の
村
上
の

長
編
に
欠
か
せ
な
い
要
素
と
な
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
村
上
が
ラ
テ
ン

ア
メ
リ
カ
文
学
に
対
し
、
並
々
な
ら
ぬ
思
い
入
れ
を
表
明
し
た
こ
の
対
談
は
貴

重
で
あ
る
。
な
お
、「
T
V
ピ
ー
プ
ル
」（
一
九
八
九
・
六
）
で
は
、
三
度
ガ
ル

シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
の
本
が
登
場
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
村
上
春
樹
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
と
の
関
わ
り
を
時
系
列
に
並
べ

る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

1980
年
９
月
「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
―
ボ
ル
ヘ
ス
調
の
文
体

1982
年
６
月
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
―
執
筆
後
専
業
作
家
に
な
る
こ
と
を
決
意

６
〜
11
月
「
図
書
館
奇
譚
」
―
ボ
ル
ヘ
ス
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
（
野

谷
氏
指
摘
）

10
月
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞

→

日
本
で
も
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
ブ
ー
ム
が
起
こ
る
。
集
英

社
か
ら
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
文
学
』（
全
18
巻
）
刊
行
開
始
。
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1983
年
１
月
「
螢
」・「
納
屋
を
焼
く
」
―
漱
石
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
を
意
識

９
月
プ
イ
グ
『
蜘
蛛
女
の
キ
ス
』（
集
英
社
）
に
月
報
を
書
く

12
月
「
め
く
ら
な
や
ぎ
と
眠
る
女
」

1984
年
１
月
「
踊
る
小
人
」
―
ボ
ル
ヘ
ス
の
影
響
か

４
月
「
三
つ
の
ド
イ
ツ
幻
想
」
―
ボ
ル
ヘ
ス
調
の
語
り
口
（
野
谷

氏
指
摘
）

７
月
短
編
集
『
螢
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』
刊
行

12
月
中
上
健
次
と
の
対
談
（
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
に
ふ
れ
る
）

1985
年
６
月
「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」

―
ボ
ル
ヘ
ス
を
引
用

1989
年
６
月
「
T
V
ピ
ー
プ
ル
」
―
ガ
ル
シ
ア
・
マ
ル
ケ
ス
の
名
が
出
る

時
系
列
を
見
て
わ
か
る
よ
う
に
、
八
〇
年
代
前
半
の
村
上
テ
ク
ス
ト
に
は
ボ

ル
ヘ
ス
や
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文
学
を
意
識
し
た
要
素
が
多
く
見
て
取
れ
る
。
ボ

ル
ヘ
ス
の
世
界
に
つ
い
て
、
木
村
榮
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る（

９
）。

人
間
と
い
う
の
は
自
ら
の
意
志
で
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の

実
強
い
別
の
力
に
も
て
あ
そ
ば
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
そ
う
し

た
考
え
が
ボ
ル
ヘ
ス
の
作
品
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
う
の
は
ぼ
く
一

人
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
が
ト

ム
・
カ
ス
ト
ロ
を
陰
で
操
っ
て
い
た
黒
人
の
召
使
ボ
ー
グ
ル
で
あ
る
。
ボ

ル
ヘ
ス
が
実
話
を
大
胆
に
書
き
換
え
て
、
ボ
ー
グ
ル
を
あ
の
よ
う
な
人
物

に
仕
立
て
上
げ
た
の
は
、
ま
さ
に
べ
つ
の
力
が
ど
こ
か
で
働
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
は
そ
の

後
、「
死
ん
だ
男
」
で
繰
り
返
さ
れ
、「
円
環
の
廃
墟
」
で
は
超
越
者
の
存

在
が
暗
示
さ
れ
て
い
て
、
よ
り
複
雑
で
神
秘
的
な
形
で
展
開
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

木
村
氏
は
ボ
ル
ヘ
ス
の
世
界
の
特
徴
と
し
て
「
人
間
と
い
う
の
は
自
ら
の
意

志
で
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の
実
強
い
別
の
力
に
も
て
あ
そ
ば
れ

て
い
る
」
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
ボ
ル
ヘ
ス
的
不
条
理
な
世
界
と
村

上
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、〈
対
話
〉
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二
　
ボ
ル
ヘ
ス
の
影

１

『
夢
の
本
』

「
踊
る
小
人
」
は
永
原
孝
道
氏
が
「
内
面
化
さ
れ
た
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
に
実
体

を
与
え
た
寓
話
」
と
述
べ
る
よ
う
に（

10
）、

牧
歌
的
な
設
定
で
始
ま
り
な
が
ら
、
シ

ュ
ー
ル
な
結
末
を
迎
え
る
点
が
特
徴
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
。
あ
ら
す
じ

は
、「
僕
」
の
夢
に
踊
る
小
人
が
現
れ
、
い
ず
れ
「
僕
」
が
森
に
き
て
、
小
人

と
踊
る
よ
う
に
な
る
と
言
い
残
す
。
こ
の
小
人
は
実
在
し
た
人
物
で
、
宮
廷
で

踊
り
に
よ
る
良
く
な
い
力
を
使
っ
た
た
め
革
命
が
起
き
、
森
に
逃
げ
た
と
い

う
。
象
工
場
に
は
、
美
人
で
誰
に
も
な
び
か
な
い
女
性
が
い
た
。
小
人
は
「
僕
」
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の
夢
に
再
び
現
れ
、「
僕
」
の
身
体
に
小
人
を
入
れ
て
踊
り
を
見
せ
た
ら
彼
女

は
必
ず
な
び
く
と
言
う
。
た
だ
し
、
彼
女
を
手
に
入
れ
る
ま
で
言
葉
を
出
さ
な

け
れ
ば
身
体
か
ら
出
て
い
く
、
言
葉
を
発
し
た
ら
身
体
を
乗
っ
取
る
と
話
を
も

ち
か
け
る
。「
僕
」
は
こ
れ
に
乗
り
、
舞
踏
場
で
「
僕
」
が
踊
る
と
、
彼
女
も

「
僕
」
に
合
わ
せ
て
踊
り
始
め
、
良
い
雰
囲
気
と
な
る
。「
僕
」
が
彼
女
に
キ
ス

を
し
よ
う
と
す
る
と
、
突
然
彼
女
の
顔
が
腐
り
始
め
た
。「
僕
」
は
恐
怖
に
耐

え
声
を
あ
げ
な
か
っ
た
の
で
小
人
は
「
僕
」
の
中
か
ら
出
て
い
く
が
、
こ
れ
が

終
わ
り
で
は
な
い
と
言
い
残
す
。「
僕
」
に
逮
捕
状
が
出
て
、
森
に
逃
げ
る
。

小
人
は
毎
夜
夢
に
現
れ
、
身
体
に
入
れ
ろ
と
言
う
。
官
憲
に
捕
ま
る
か
、
小
人

に
身
体
を
乗
っ
取
ら
れ
、
永
遠
に
踊
り
続
け
る
か
、「
僕
」
に
は
選
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
し
て
官
憲
は
そ
こ
ま
で
迫
っ
て
い
た
。

夢
は
「
踊
る
小
人
」
に
お
い
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
物
語
の
冒
頭
、
小
人

が
登
場
す
る
場
面
は
「
僕
」
の
夢
で
あ
り
、
夢
の
中
の
小
人
が
「
僕
」
の
現
実

世
界
に
登
場
す
る
な
ど
、
夢
と
現
実
と
の
交
錯
が
テ
ク
ス
ト
の
基
本
構
造
で
あ

る
。
ボ
ル
ヘ
ス
は
『
夢
の
本
』
と
い
う
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
出
し
て
お
り
、
日
本

で
最
初
に
翻
訳
さ
れ
た
の
は
一
九
七
六
年
（
国
書
刊
行
会
）
で
あ
る（

11
）

。
述
べ

て
き
た
よ
う
に
、
一
九
八
〇
年
代
前
半
の
村
上
は
か
な
り
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
文

学
を
読
み
込
ん
で
お
り
、
同
じ
ボ
ル
ヘ
ス
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
幻
獣
事
典
』
は

「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
に
引
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
書
も
目
に
し
た
可
能
性
は
高
い
。

『
夢
の
本
』
は
ボ
ル
ヘ
ス
が
古
今
東
西
の
文
学
か
ら
「
夢
」
を
題
材
に
し
た

文
学
を
集
め
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。
ボ
ル
ヘ
ス
に
お
け
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

は
一
般
的
な
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
は
少
し
異
な
る
意
味
を
持
つ
。『
夢
の
本
』
の

解
説
で
堀
内
研
二
氏
は
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
い
う
形
式
は
、
そ
れ
が
あ
る
特
定

な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
編
ま
れ
た
場
合
、
種
々
雑
多
な
も
の
の
寄
せ
集
め
と
い
う

見
か
け
の
体
裁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
時
空
を
超
え

た
、
よ
り
統
一
的
か
つ
普
遍
的
な
観
念
を
呈
示
で
き
る
こ
と
と
に
な
り
、
ボ
ル

ヘ
ス
が
こ
の
形
式
を
好
ん
で
用
い
る
の
も
首
肯
け
る
」、「
こ
の
中
に
は
ボ
ル
ヘ

ス
自
身
の
作
品
も
十
編
ほ
ど
含
ま
れ
て
い
る
が
、《
夢
》
が
《
無
限
》、《
鏡
》、

《
虎
》、《
迷
宮
》、《
円
環
》
等
と
並
ん
で
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
主
要
な
文
学
的
モ
チ

ー
フ
で
あ
り
、
彼
自
身
《
夢
》
を
テ
ー
マ
と
し
た
作
品
を
こ
れ
ま
で
数
多
く
書

い
て
き
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
は
ご
く
当
然
な
こ
と
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。『
夢
の
本
』
は
、
い
わ
ば
ボ
ル
ヘ
ス
の
文
学
世
界
を
体
現
し
た
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
作
品
の
中
に
「
踊

る
小
人
」
と
共
通
の
要
素
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
挙
げ
る
ベ
ル
ト
ラ
ン
の
幻
想
詩
『
夜
の
ガ
ス
パ
ー
ル
』
第
三
の
書
は

『
夢
の
本
』
に
十
一
篇
全
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
第
三
の
書
は
「
夜
と
そ
の
眩

惑
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
夢
と
幻
想
が
詩
の
メ
イ
ン
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、

Ⅰ
「
ゴ
シ
ッ
ク
の
部
屋
」
か
ら
Ⅳ
「
こ
び
と
」
ま
で
、
共
通
モ
チ
ー
フ
と
し
て

「
ス
カ
ル
ボ
（
地
霊
・
こ
び
と
）」
が
登
場
し
、
主
体
の
私
を
執
拗
に
追
う
悪
霊

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ⅳ
「
こ
び
と
」
で
は
「
こ
び
と
」
が
魂
を

狙
う
と
い
う
「
踊
る
小
人
」
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
が
描
か
れ
て
い
る
。
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私
は
ベ
ッ
ド
か
ら
手
を
伸
ば
し
、
寝
所
の
帳
の
陰
で
、
一
条
の
月
の
光
か

ら
か
あ
る
い
は
一
雫
の
露
か
ら
か
孵
化
し
た
、
潜
み
隠
れ
て
い
る
蛾
を
E

ま
え
た
。

私
の
指
に
捕
ら
え
ら
れ
た
羽
を
解
き
ほ
ど
こ
う
と
身
を
D
く
蛾
は
、
私
に

芳
香
の
身
代
金
を
支
払
っ
た
。

突
然
そ
の
さ
す
ら
い
の
小
虫
は
飛
び
立
っ
た
。
私
の
膝
に
人
間
の
顔
を
し

た
奇
怪
で
醜
い
幼
虫
を
残
し
て
い
っ
た
。

「
お
前
の
魂
は
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
い
？
　
俺
は
そ
れ
に
乗
っ
て
行
き
た
い

ん
だ
。」「
私
の
魂
は
一
日
の
疲
れ
に
跛
を
ひ
く
馴
れ
馬
、
今
は
夢
の
金
色

の
寝
藁
で
休
ん
で
い
る
。」

私
の
魂
は
恐
れ
お
の
の
い
て
逃
げ
出
し
た
。
た
そ
が
れ
ど
き
の
蒼
白
い
蜘

蛛
の
巣
を
通
り
、
ゴ
シ
ッ
ク
の
黒
い
鐘
楼
の
歯
形
の
つ
い
た
暗
い
地
平
線

を
飛
び
越
え
て
。

し
か
し
、
こ
び
と
は
い
な
な
き
な
が
ら
に
げ
て
い
く
私
の
魂
に
ぶ
ら
下
が

り
、
そ
の
白
い
た
て
が
み
の
綿
玉
の
中
で
紡
錘
の
よ
う
に
ま
わ
っ
て

い
た
。

Ⅳ
「
こ
び
と
」
は
、
幻
想
・
魂
を
狙
う
こ
び
と
と
い
う
「
踊
る
小
人
」
と
の

強
い
連
関
性
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。「
踊
る
小
人
」
と
の
違
い
は
、「
小

人
」
が
踊
り
に
よ
っ
て
相
手
の
魂
を
乗
っ
取
る
と
い
う
点
に
あ
る
。「
小
人
が

踊
る
」
と
言
え
ば
、
白
雪
姫
に
登
場
す
る
七
人
の
小
人
が
想
起
さ
れ
る
が
、
彼

ら
の
踊
り
に
は
邪
悪
な
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
北
欧
神
話
や
ト
ル
ー
キ
ン
の
ド

ワ
ー
フ
に
は
踊
る
と
い
う
要
素
は
見
ら
れ
ず
、
ホ
ビ
ッ
ト
も
善
良
さ
が
特
徴
で

あ
る
。「
踊
る
小
人
」
で
も
「
北
の
人
間
は
誰
も
踊
ら
な
い
」
と
自
分
以
外
の

者
は
踊
り
を
し
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
《
踊
り
に
よ
っ
て
人
々
の
心

を
支
配
す
る
》
邪
悪
な
小
人
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
村
上
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
み

て
よ
い
だ
ろ
う
。
中
村
三
春
氏
は
「『
踊
る
小
人
』
は
、
長
編
四
部
作
の
後
半

を
形
作
る
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』（
82
年
）
と
『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』

（
88
年
）
の
間
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。
小
人
の
あ
り
方
は
前
者
の
〈
羊
〉
と
対

応
し
、〈
踊
る
〉
こ
と
の
位
相
は
後
者
の
モ
チ
ー
フ
と
関
連
す
る
」
と
述
べ
て

い
る（

12
）。

氏
の
指
摘
す
る
通
り
、「
踊
り
」
は
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」

に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
村
上
の
強
い
こ
だ
わ
り
が
見

て
取
れ
る
。
こ
の
小
人
は
、「
T
V
ピ
ー
プ
ル
」
と
な
り
、
そ
し
て
「
１
Q
8

4
」
の
リ
ト
ル
・
ピ
ー
プ
ル
と
な
っ
て
、
大
き
な
存
在
に
な
っ
て
ゆ
く
。
全
て

に
共
通
す
る
の
は
、
邪
悪
な
力
を
持
ち
、
主
人
公
の
大
切
な
も
の
を
奪
お
う
と

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
踊
る
小
人
」
の
テ
ー
マ
は
脈
々
と
受
け
継
が
れ

て
い
る
。

今
ひ
と
つ
、
こ
の
『
夢
の
本
』
と
「
踊
る
小
人
」
と
関
連
が
深
い
モ
チ
ー
フ

が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、
そ
れ
は
ま
る
で
夢
の
つ
づ
き
み

た
い
に
見
え
た
。
そ
れ
で
僕
の
頭
は
少
し
混
乱
し
た
。
も
し
僕
が
ひ
と
つ
の
夢

の
た
め
に
別
の
夢
を
利
用
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
本
当
の
僕
は
い
っ
た
い

ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
主
人
公
「
僕
」
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の
い
る
世
界
が
全
て
の
現
実
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
そ
の
も
の
が
誰
か
に
見
ら

れ
た
夢
で
あ
る
可
能
性
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。

既
に
藤
田
幸
陽
子
氏
が
こ
の
一
文
か
ら
夢
の
二
重
構
造
の
論
を
立
て
て

い
る（

13
）。

藤
田
氏
は
テ
ク
ス
ト
を
「
僕
」
の
無
意
識
下
の
世
界
（
自
我
）
と
捉

え
、
皇
帝
＝
親
（
権
力
）、
小
人
＝
不
平
・
不
満
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
存
在
、

象
工
場
＝
自
己
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
ユ
ン
グ
的
な
解
釈
を
行
い
、
結
末
部
を

「
社
会
の
不
条
理
の
不
平
・
不
満
を
受
け
入
れ
、
そ
の
不
平
･
不
満
と
妥
協
す

る
」
こ
と
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

「
僕
」
の
い
る
世
界
が
誰
か
の
「
夢
」
で
あ
る
可
能
性
は
、「
僕
」
に
対
し
て

の
小
人
の
言
葉
、「
決
め
ら
れ
て
い
る
ん
だ
よ
」、「
も
う
誰
に
も
そ
れ
を
変
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
に
も
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
界
は
「
僕
」
の

自
由
意
志
で
は
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
世
界
だ
と
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
更
に
、「
何
故
僕
で
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
だ
」、「
何
故
他
の
誰
か
じ
ゃ
い

け
な
い
ん
だ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
小
人
は
「
僕
」
に
対
し
て
特
別
な
執
着
が

あ
る
。
そ
の
こ
と
は
夢
見
ら
れ
た
対
象
だ
か
ら
こ
そ
の
執
着
と
も
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

『
夢
の
本
』
に
は
こ
の
よ
う
な
「
夢
見
ら
れ
た
存
在
」
が
テ
ー
マ
の
作
品
が

複
数
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
今
夢
を
見
て
い
な
さ
る
。
誰
の
夢
だ
か
わ
か
る
か
ね
？
」

「
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
わ
。」

「
あ
ん
た
の
夢
だ
よ
。
そ
れ
で
、
も
し
夢
を
見
終
わ
っ
た
ら
、
あ
ん
た
は

ど
う
な
る
と
思
う
？
」

「
わ
か
ら
な
い
わ
」

「
消
え
ち
ま
う
の
さ
。
あ
ん
た
は
夢
の
中
の
人
間
。
だ
か
ら
、
そ
の
王
様

が
目
を
醒
ま
し
た
ら
、
あ
ん
た
は
ろ
う
そ
く
の
よ
う
に
消
え
失
せ
て
し
ま

う
の
さ
」

（『
鏡
の
中
の
ア
リ
ス
』）

荘
子
は
自
分
が
蝶
に
な
っ
た
夢
を
見
た
が
、
目
覚
め
た
時
、
自
分
が
蝶
に

な
っ
た
夢
を
見
た
人
間
な
の
か
今
人
間
に
な
っ
た
夢
を
見
て
い
る
蝶
な
の

か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

（『
荘
子
』）

自
伝
の
中
で
ユ
ン
グ
は
あ
る
印
象
的
な
夢
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
（
略
）

あ
る
寺
院
の
前
で
蓮
の
姿
勢
を
し
地
面
に
す
わ
っ
て
い
る
と
、
深
い
瞑
想

に
沈
ん
で
い
る
ひ
と
り
の
ヨ
ガ
僧
に
気
が
つ
い
た
。
近
づ
い
て
い
っ
て
見

る
と
、
ヨ
ガ
僧
の
顔
は
自
分
の
顔
だ
っ
た
。
恐
怖
に
と
り
つ
か
れ
逃
げ
出

す
と
目
が
醒
め
た
が
、
彼
は
次
の
よ
う
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
た
。「
瞑
想

に
ふ
け
っ
て
い
る
の
は
彼
の
方
で
、
彼
が
夢
を
見
、
こ
の
自
分
は
彼
の
夢

の
中
の
存
在
な
の
だ
。
彼
が
目
覚
め
た
ら
、
自
分
は
も
は
や
存
在
し
な
く

な
る
。」

（『
数
で
あ
る
も
の
と
数
で
な
い
も
の
』）

「
私
は
骨
と
肉
を
持
つ
人
間
か
ら
生
ま
れ
た
本
物
の
人
間
で
は
あ
り
ま
せ
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ん
。
私
は
夢
の
中
の
人
物
で
し
か
な
い
の
で
す
。（
略
）
こ
の
私
は
私
を

夢
に
見
る
人ヽ
（
引
用
者
注
　
傍
点
は
原
文
に
あ
り
。
以
下
同
様
）
が
い
る

か
ら
存
在
す
る
の
で
す
。
眠
り
、
夢
を
見
、
私
が
行
動
し
生
き
動
き
ま
わ
る

の
を
見
、
ま
た
こ
の
瞬
間
に
も
私
が
こ
の
こ
と
す
べ
て
を
話
す
の
を
夢
で
見

て
い
る
人ヽ
が
い
る
の
で
す
。（
略
）
私
の
夢
を
見
て
い
る
人
は
誰
な
の
か
？

幾
度
私
は
眠
っ
て
い
る
そ
の
主
人
の
こ
と
を
考
え
た
こ
と
か
！
…
…
自
分
が

何
で
で
き
て
い
る
か
発
見
し
て
以
来
、
そ
の
答
え
は
私
の
心
を
ゆ
さ
ぶ
っ
て

お
り
ま
す
。
あ
な
た
は
こ
の
問
題
が
私
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
な
も
の
か
お

わ
か
り
で
し
ょ
う
。（
後
略
）」（「
病
め
る
騎
士
の
最
後
の
訪
問
」）

列
挙
し
た
よ
う
に
、
自
分
の
存
在
が
夢
見
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
、
存
在
の
不
安
を
感
じ
さ
せ
る
モ
チ
ー
フ
が
多
く
『
夢
の
本
』
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。「
夢
」
と
い
う
装
置
は
、
古
来
よ
り
現
実
世
界
を
曖
昧
に
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
夢
を
見
る
と
い
う
行
為
は
、
自
分
自
身
の
存
在
そ
の
も
の
の
疑
義

を
生
み
出
す
。
夢
が
何
重
に
も
重
な
っ
て
い
る
「
踊
る
小
人
」
の
世
界
は
、
ど

の
段
階
に
お
い
て
も
自
分
自
身
の
存
在
へ
の
疑
義
が
生
ま
れ
る
と
い
う
構
造
に

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
自
己
の
存
在
が
曖
昧
に
な
る
構
造
に
「
超
越

的
存
在
」
が
絡
ん
で
く
る
と
こ
ろ
に
ボ
ル
ヘ
ス
の
「
影
」
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
超
越
者
の
存
在
は
ボ
ル
ヘ
ス
の
主
要
な
テ
ー
マ
と

強
く
関
わ
っ
て
い
る
。

２

「
円
環
の
廃
墟
」

ボ
ル
ヘ
ス
の
代
表
作
「
円
環
の
廃
墟
」
は
、
夢
を
見
る
人
と
夢
見
ら
れ
た
存

在
が
描
か
れ
た
物
語
で
あ
る
。
主
人
公
の
魔
術
師
は
男
を
一
人
夢
み
、
彼
（
息

子
）
を
普
通
の
人
間
で
あ
る
か
の
よ
う
に
育
て
る
（
夢
み
る
）。
男
は
一
人
の

人
間
を
完
璧
に
造
り
あ
げ
た
と
満
足
す
る
が
、
次
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
る
。

何
世
紀
も
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
が
く
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
火
の
神
の

聖
域
の
廃
墟
は
火
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
。
小
鳥
た
ち
も
姿
を
見
せ
な
い

夜
明
け
、
魔
術
師
は
、
同
心
円
を
描
く
火
が
壁
を
囲
む
の
を
見
た
。
一

瞬
、
水
中
に
逃
れ
よ
う
と
思
っ
た
が
、
し
か
し
す
ぐ
に
、
そ
の
老
い
を
飾

り
、
労
苦
か
ら
解
き
放
つ
た
め
に
、
死
が
訪
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

悟
っ
た
。
彼
は
は
た
め
く
炎
に
向
か
っ
て
進
ん
だ
。
炎
は
そ
の
肉
を
噛
む

ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
を
愛
撫
し
た
。
熱
も
燃
焼
も
生
ず
る
こ
と
な
く
彼
を
つ

つ
ん
だ
。
安
ら
ぎ
と
屈
辱
と
恐
怖
を
感
じ
な
が
ら
彼
は
、
お
の
れ
も
ま
た

幻
に
す
ぎ
な
い
と
、
他
者
が
お
の
れ
を
夢
み
て
い
る
の
だ
と
悟
っ
た
。（
引

用
は
岩
波
文
庫
『
伝
奇
集
』
一
九
九
三
・
一
一
）

「
円
環
の
廃
墟
」
は
、
魔
術
師
が
夢
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
別
の
人
間
を
生

み
だ
す
が
、
彼
も
ま
た
自
分
が
他
人
の
夢
か
ら
生
ま
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に

気
づ
く
話
で
あ
る
。
こ
の
構
図
と
小
人
が
い
る
夢
の
世
界
、
僕
の
世
界
、
そ
の

僕
を
夢
見
て
い
る
誰
か
別
の
存
在
と
い
う
入
れ
子
型
構
造
は
同
型
と
言
え
よ
う
。
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夢
が
入
れ
子
型
の
構
造
を
持
つ
世
界
は
「
踊
る
小
人
」
が
最
初
で
あ
り
、
そ
の

後
多
く
の
テ
ク
ス
ト
、
特
に
「
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
」（
一
九
九
四
〜
五
）、

「
海
辺
の
カ
フ
カ
」（
二
〇
〇
二
）、「
１
Q
8
4
」
と
い
っ
た
長
編
の
重
要
な

モ
チ
ー
フ
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

メ
タ
化
さ
れ
た
世
界
の
存
在
に
つ
い
て
、
一
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
「
世
界
の

終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
で
は
、「
踊
る
小
人
」
に
も

登
場
す
る
象
工
場
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
関
連
づ
け
て
説
明
が
な
さ
れ
て

い
る
。「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
に
お
け
る

象
工
場
と
は
、
心
＝
過
去
の
体
験
の
記
憶
の
集
積
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
思

考
シ
ス
テ
ム
を
さ
す
。
こ
の
思
考
シ
ス
テ
ム
は
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

と
し
て
、
存
在
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な

形
で
機
能
し
て
い
る
の
か
本
人
に
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
」
で
あ
り
、
そ
こ
を
訪
問
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
こ
で
語
ら
れ
た
象
工
場
を
「
踊
る
小
人
」
に
当
て
は
め
る
な
ら
、
象
工
場

で
働
く
「
僕
」
は
現
実
世
界
の
住
人
で
は
な
く
、「
思
考
シ
ス
テ
ム
」
＝
心
の

中
の
住
人
と
な
り
、「
工
場
長
」
で
あ
る
超
越
さ
れ
た
存
在
が
別
に
あ
る
、
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
じ
っ
と
見
て
い
る
と
、
そ
れ
は
ま
る
で
夢
の
つ
づ

き
み
た
い
に
見
え
た
。
そ
れ
で
僕
の
頭
は
少
し
混
乱
し
た
。
も
し
僕
が
ひ
と
つ

の
夢
の
た
め
に
別
の
夢
を
利
用
し
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
本
当
の
僕
は
い
っ

た
い
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
」
で
匂
わ
さ
れ
た
「
本
当
の
僕
」
の
存
在
と
リ
ン

ク
し
て
く
る
。

三
　
二
重
の
世
界
の
行
方

村
上
は
ボ
ル
ヘ
ス
的
世
界
と
ど
の
よ
う
に
〈
対
話
〉
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
ま
で
先
行
論
文
で
は
、
テ
ク
ス
ト
の
破
滅
の
結
末
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
前
出
の
中
村
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
踊
る
小
人
」
に
お
け
る
〈
踊
る
〉
こ
と
の
位
相
は
、
彼
女
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
、
あ
る
い
は
官
憲
の
追
及
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
手
段
と
い
う
積
極
的

な
意
味
と
、
小
人
に
支
配
さ
れ
た
結
果
と
い
う
受
動
的
な
意
味
と
の
間
で

両
義
的
と
な
る
。
結
末
で
語
り
手
は
、「
で
も
僕
に
は
ど
ち
ら
か
を
選
ぶ

こ
と
な
ん
て
で
き
な
い
」
と
言
う
。
こ
ち
ら
の
〈
僕
〉
は
、
二
つ
の
長
編

に
お
け
る
〈
僕
〉
や
〈
鼠
〉
の
よ
う
な
ヒ
ー
ロ
ー
で
は
な
い
。
革
命
国
の

官
憲
と
い
う
シ
ス
テ
ム
と
、
小
人
に
よ
る
支
配
と
い
う
シ
ス
テ
ム
も
〈
僕
〉

に
と
っ
て
の
安
住
の
地
で
は
な
い
。
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
に
挟
み
撃
ち
さ
れ

た
〈
僕
〉
が
、
結
局
ど
ち
ら
側
に
就
く
の
か
は
物
語
の
外
に
あ
る
。

「
踊
る
小
人
」
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
美
人
と
関
係
を
持
ち
た
い
と
思
い
、
危
険

な
賭
け
に
乗
っ
た
ら
、
と
て
つ
も
な
い
破
滅
が
待
っ
て
い
た
と
い
う
点
に
あ
る

だ
ろ
う
。
女
性
と
関
係
を
持
ち
た
い
と
思
う
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
反
社
会
的
な
も

の
で
は
な
く
、
普
通
に
あ
る
欲
望
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
悲
惨
な
結
末
に
す
る
必

要
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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中
村
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
踊
る
小
人
」
は
、
先
行
作
の
「
羊
を
め
ぐ

る
冒
険
」
か
ら
の
テ
ー
マ
、
自
我
を
乗
っ
取
る
悪
霊
的
存
在
が
物
語
の
核
で
あ

る
。
小
人
の
力
は
、「
小
人
の
踊
り
は
観
客
の
心
の
中
に
あ
る
普
段
使
わ
れ
て

い
な
く
て
、
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
こ
と
を
本
人
さ
え
気
づ
か
な
か
っ
た
よ
う
な

感
情
を
白
日
の
も
と
に
―
―
ま
る
で
魚
の
は
ら
わ
た
を
抜
く
み
た
い
に
―
―
ひ

っ
ぱ
り
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
だ
」、「
小
人
は
そ
の
頃
か
ら
踊
り
方
ひ
と
つ
で

人
々
の
感
情
を
自
由
に
あ
や
つ
る
や
り
方
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と

描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
二
作
の
展
開
は
異
な
る
。〈
羊
〉
は
「
鼠
」
を
宿

主
と
し
て
選
び
、
世
界
を
征
服
す
る
力
を
示
唆
し
た
が
、「
鼠
」
は
権
力
へ
の

欲
望
を
抑
え
、
命
を
賭
し
て
〈
羊
〉
を
葬
り
去
っ
た
。「
踊
る
小
人
」
の
場
合
、

「
僕
」
は
女
が
欲
し
い
と
い
う
欲
望
を
抑
え
る
こ
と
な
く
悪
の
力
を
利
用
し
た
。

同
じ
自
我
を
乗
っ
取
る
悪
霊
的
な
存
在
の
物
語
で
あ
る
が
、
欲
望
を
抑
え
た
場

合
と
抑
え
な
か
っ
た
場
合
と
い
う
展
開
が
異
な
っ
て
い
る
。「
踊
る
小
人
」
は

自
我
を
乗
っ
取
る
悪
霊
が
消
滅
し
な
か
っ
た
場
合
の
結
末
が
追
求
さ
れ
て
お
り
、

破
滅
が
用
意
さ
れ
る
必
然
は
こ
こ
に
あ
る
。

破
滅
へ
の
必
然
は
「
僕
」
の
踊
り
の
場
面
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
小
人

が
入
っ
た
「
僕
」
は
「
僕
の
体
は
も
う
僕
の
体
で
は
な
か
っ
た
。
僕
の
手
や
足

や
首
は
、
僕
の
思
い
と
は
無
関
係
に
、
奔
放
に
ダ
ン
ス
・
フ
ロ
ア
の
上
を
舞
っ

た
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
既
に
「
僕
」
の
意
思
と
は
無
関
係
に
動
か
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
状
態
を
「
彼
女
は
僕
に
あ
わ
せ
て
ぐ
る
り
と
回
り
、
足
を
ど
ん
と
踏

ん
だ
。
彼
女
の
中
で
も
光
が
は
じ
け
る
の
が
、
僕
に
は
感
じ
ら
れ
た
。
僕
は
と

て
も
幸
せ
な
気
持
に
な
っ
た
」、「
我
々
は
何
時
間
も
何
時
間
も
踊
り
つ
づ
け

た
。
僕
が
踊
り
を
リ
ー
ド
し
、
彼
女
が
応
え
た
。
そ
れ
は
永
遠
に
も
感
じ
ら
れ

る
時
間
だ
っ
た
」
と
「
僕
」
は
心
地
よ
い
も
の
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
。
こ

れ
は
、
自
我
を
譲
り
渡
し
た
、
何
も
考
え
な
く
て
も
よ
い
心
地
よ
さ
が
描
か
れ

て
い
る
と
も
と
れ
る
。
こ
の
点
は
、
後
に
村
上
が
拘
る
オ
ウ
ム
真
理
教
の
構
図

（「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
一
九
九
七
あ
と
が
き
）
と
似
て
い
る
。

オ
ウ
ム
真
理
教
に
帰
依
し
た
人
々
の
多
く
は
、
麻
原
が
授
与
す
る
「
自

律
的
パ
ワ
ー
プ
ロ
セ
ス
」
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
自
我
と
い
う
貴
重
な
個

人
資
産
を
麻
原
彰
晃
と
い
う
「
精
神
銀
行
」
の
貸
金
庫
に
鍵
ご
と
預
け
て

し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
忠
実
な
信
者
た
ち
は
進
ん
で
自
由
を
捨

て
、
財
産
を
捨
て
、
家
族
を
捨
て
、
世
俗
的
価
値
判
断
基
準
（
常
識
）
を

捨
て
る
。
ま
と
も
な
市
民
な
ら
「
何
を
馬
鹿
な
こ
と
を
」
と
あ
き
れ
る
だ

ろ
う
。
で
も
逆
に
、
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
あ
る
意
味
で
は
き
わ
め
て
心

地
の
良
い
こ
と
な
の
だ
。
何
故
な
ら
一
度
誰
か
に
預
け
て
さ
え
し
ま
え

ば
、
そ
の
あ
と
は
自
分
で
い
ち
い
ち
苦
労
し
て
考
え
て
、
自
我
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
だ
。

小
人
の
〈
踊
り
〉
は
、
こ
う
い
っ
た
自
我
を
さ
し
だ
す
行
為
と
同
質
で
あ

る
。
こ
の
物
語
は
、「
僕
」
が
小
人
の
誘
惑
に
打
ち
勝
っ
た
所
で
終
わ
る
、
ハ

ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
の
形
で
も
終
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
敢
え
て
破
滅

― 42―



の
結
末
を
用
意
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
我
を
差
し
出
す
と
い
っ
た
行
為
に
の

ら
せ
る
こ
と
の
危
険
性
を
書
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
村
上
が
破
滅
の
結
末

を
選
ん
だ
の
は
、
自
我
を
譲
り
渡
し
、
苦
悩
を
捨
て
る
こ
と
の
危
険
性
に
一
九

八
○
年
代
か
ら
拘
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
単
に
自
我
を
譲
り
渡
す
こ
と
か
ら
く
る
破
滅
が
描
き
た
い
の
で
あ

れ
ば
、
メ
タ
化
さ
れ
た
世
界
を
書
く
必
要
は
な
い
。
そ
れ
は
自
我
を
譲
り
渡
す

危
険
性
の
警
鐘
を
弱
め
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
一
文
は
一
九
九
〇
年
二

月
に
改
稿
さ
れ
た
『
村
上
春
樹
全
作
品

1979
〜

1989
③
』
版
「
踊
る
小
人
」
に
も
残

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
メ
タ
化
の
世
界
を
残
す
と
い
う
位
置
づ
け

は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

あ
な
た
は
誰
か
（
何
か
）
に
対
し
て
自
我
の
一
定
の
部
分
を
差
し
出

し
、
そ
の
代
価
と
し
て
の
「
物
語
」
を
受
け
取
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う

か
？
　
私
た
ち
は
何
ら
か
の
制
度
＝
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
、
人
格
の
一
部

を
預
け
て
し
ま
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
？
　
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、

そ
の
制
度
は
い
つ
か
あ
な
た
に
向
か
っ
て
何
ら
か
の
「
狂
気
」
を
要
求
し

な
い
だ
ろ
う
か
？
　
あ
な
た
の
「
自
律
的
パ
ワ
ー
プ
ロ
セ
ス
」
は
正
し
い

内
的
合
意
点
に
達
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
　
あ
な
た
が
今
持
っ
て
い
る
物

語
は
、
本ヽ
当ヽ
にヽ
（
引
用
者
注
　
傍
点
は
原
文
に
あ
り
　
以
下
同
様
）
あ
な

た
の
物
語
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
あ
な
た
の
見
て
い
る
夢
は
本ヽ
当ヽ
にヽ
あ
な
た

の
夢
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
い
つ
か
と
ん
で
も
な
い
悪
夢
に
転
換
し

て
い
く
か
も
し
れ
な
い
誰
か
別
の
人
間
の
夢
で
は
な
い
の
か
？

い
ち
ば
ん
怖
い
こ
と
は
、「
あ
な
た
の
見
て
い
る
夢
は
本
当
に
あ
な
た
の
夢

な
の
だ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
は
い
つ
か
と
ん
で
も
な
い
悪
夢
に
転
換
し
て
い
く
か

も
し
れ
な
い
誰
か
別
の
人
間
の
夢
で
は
な
い
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
小
人
の
誘
惑
に
乗
る
こ
と
は
「
僕
」
自
身
の
欲
望
が
も
た
ら
し
た
結

果
で
あ
り
、
破
滅
へ
陥
る
の
は
自
業
自
得
と
言
え
な
く
も
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
て
、「
円
環
の
廃
墟
」
の
魔
術
師
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
意
思
で
は
な
く
、

無
意
識
で
操
ら
れ
た
「
夢
」
に
踊
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
自
分
の
意
思
だ
と
思

っ
て
い
る
こ
と
が
、
実
は
誰
か
に
操
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
方
が
悲
劇
な
の

で
あ
る
。「
僕
」
は
女
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
自

己
の
存
在
に
気
づ
き
、
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
僕
」
の
世

界
全
て
が
他
者
に
生
か
さ
れ
た
夢
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い

「
僕
」（
も
し
く
は
気
づ
き
始
め
た
が
何
も
で
き
ず
に
無
力
の
ま
ま
の
「
僕
」）

と
し
て
捉
え
る
と
、
テ
ク
ス
ト
全
体
が
皮
肉
を
描
い
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
テ
ク
ス
ト
は
二
重
の
破
滅
を
用
意
し
て
い
る
。

「
僕
」
が
夢
か
ら
覚
め
な
か
っ
た
、
も
し
く
は
こ
の
世
界
が
夢
の
世
界
で
は
な

い
場
合
は
、
二
つ
の
シ
ス
テ
ム
（
官
憲
に
捕
ま
る
・
小
人
に
乗
っ
取
ら
れ
一
生

踊
り
続
け
る
）
を
選
べ
な
い
ま
ま
破
滅
へ
と
向
か
っ
て
い
く
「
僕
」
の
苦
悩
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
世
界
が
誰
か
別
の
存
在
が
夢
見
た
世
界
で
あ
り
、「
僕
」
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が
夢
か
ら
覚
め
た
場
合
は
、
結
局
他
者
の
夢
で
生
か
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

主
体
の
な
い
「
僕
」
が
描
か
れ
た
世
界
と
な
る
。

お
わ
り
に

ボ
ル
ヘ
ス
の
「
人
間
と
い
う
の
は
自
ら
の
意
志
で
行
動
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
て
、
そ
の
実
強
い
別
の
力
に
も
て
あ
そ
ば
れ
て
い
る
」
世
界
に
影
響
を
受

け
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
二
重
の
破
滅
が
用
意
さ
れ
た
ダ
ー
ク
・
フ

ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
っ
た
。
ボ
ル
ヘ
ス
の
世
界
は
、「
円
環
の
廃
墟
」
に
顕
著
だ

が
、
別
の
何
か
に
操
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
安
ら
ぎ
と
そ
れ
を
上
回
る
恐
怖
が
強

烈
に
読
者
に
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ル
ヘ
ス
の
世
界
は
超
越
者
を
描
く
こ

と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
対
し
て
、「
踊
る
小
人
」
の
中
心
は
「
僕
」
が

二
つ
の
シ
ス
テ
ム
を
選
ぶ
こ
と
が
出
来
ず
苦
悩
す
る
世
界
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、「
僕
」
自
身
が
誰
か
に
夢
見
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

自
己
の
存
在
の
曖
昧
さ
が
匂
わ
さ
れ
つ
つ
、
そ
れ
で
も
「
僕
」
は
生
き
て
い
る

世
界
で
苦
悩
す
る
、
と
い
う
結
末
で
あ
る
。

「
踊
る
小
人
」
は
ボ
ル
ヘ
ス
の
世
界
を
超
え
る
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る

世
界
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
こ
の
メ
タ
化
さ
れ
た
世
界
の
中
で
ど
う
生
き

る
か
と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
、「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー

ラ
ン
ド
」
で
深
化
し
、
主
人
公
は
作
り
上
げ
ら
れ
た
世
界
の
中
で
主
体
的
に
生

き
る
こ
と
を
決
意
す
る
と
い
っ
た
、
ボ
ル
ヘ
ス
の
世
界
と
は
違
っ
た
世
界
が
描

か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
自
我
を
譲
り
渡
す
こ
と
の
危
険
性
は
「
ね
じ
ま
き
鳥
ク

ロ
ニ
ク
ル
」、「
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
」、「
１
Q
8
4
」
で
触
れ
ら
れ
、
シ

ス
テ
ム
の
危
険
性
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
特
に
「
１
Q
8
4
」
で
は
邪
悪

な
力
を
持
つ
も
の
と
し
て
「
リ
ト
ル
・
ピ
ー
プ
ル
」
と
い
う
存
在
が
物
語
を
大

き
く
動
か
し
て
お
り
、「
踊
る
小
人
」
の
テ
ー
マ
は
現
在
に
お
い
て
も
村
上
文

学
の
重
要
な
柱
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
踊
る
小
人
」
と
い
う
短
編
は
自
我
を
譲
り
渡
す
こ
と
の
危
険
性
と
メ
タ
化

さ
れ
た
世
界
と
い
っ
た
二
つ
の
テ
ー
マ
の
検
討
が
大
胆
に
行
わ
れ
て
お
り
、
長

編
に
向
か
っ
て
い
く
た
め
の
「
テ
ス
ト
コ
ー
ス
」、
村
上
が
「
物
語
」
作
家
と

な
っ
て
い
く
た
め
の
一
つ
の
、
し
か
し
か
な
り
重
要
な
模
索
が
見
て
取
れ
る
の

で
あ
る
。

注（
１
）「
エ
ル
サ
レ
ム
賞
受
賞
ス
ピ
ー
チ
」
で
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
私
が
小
説
を

書
く
理
由
は
た
っ
た
一
つ
、
個
々
の
魂
の
尊
厳
を
浮
き
彫
り
に
し
、
そ
こ
に
光
を
当
て

る
こ
と
で
す
。
物
語
の
目
的
と
は
、
体
制
が
私
た
ち
の
魂
を
わ
な
に
か
け
、
卑
し
め
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
警
報
を
発
し
た
り
、
体
制
に
光
を
向
け
た
り
し
て
お
く
こ
と
で
す
。

生
と
死
の
物
語
、
愛
の
物
語
、
読
者
を
泣
か
せ
、
恐
怖
に
震
わ
せ
、
笑
い
こ
ろ
げ
さ
せ

る
物
語
。
小
説
家
の
仕
事
は
、
そ
ん
な
物
語
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
魂
の
か

け
が
え
の
な
さ
を
明
確
に
す
る
努
力
を
続
け
る
こ
と
だ
と
信
じ
て
い
ま
す
」（
引
用
は

〈『
心
を
ゆ
さ
ぶ
る
平
和
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
』
二
〇
〇
九
・
五
ゴ
マ
ブ
ッ
ク
ス
〉
よ
り
）

（
２
）「
自
作
を
語
る
　
短
編
小
説
へ
の
試
み
」（『
村
上
春
樹
全
作
品

1979
〜

1989
③
』
一
九
九

〇
・
九
講
談
社
）

（
３
）「
螢
」
は
重
層
構
造
の
物
語
、
つ
ま
り
恋
愛
感
情
が
あ
る
と
い
う
読
者
の
前
提
が
な
い

場
合
は
人
間
の
す
れ
違
い
の
物
語
、
前
提
を
設
け
る
と
三
角
関
係
の
物
語
と
い
う
構
造
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を
持
っ
て
い
る
（
拙
稿
「『
螢
』
に
見
る
三
角
関
係
の
構
図
―
村
上
春
樹
の
対
漱
石
意

識
―
」『
国
文
学
攷
』
二
〇
〇
七
・
九
）。「
納
屋
を
焼
く
」
も
こ
れ
と
似
た
構
造
を
有

し
て
い
る
（
拙
稿
「
村
上
春
樹
「
納
屋
を
焼
く
」
―
同
時
存
在
の
世
界
―
」『
広
島
大

学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
二
〇
〇
九
・
十
二
）。

ま
た
、「
納
屋
を
焼
く
」「
踊
る
小
人
」「
三
つ
の
ド
イ
ツ
幻
想
」
は
現
実
と
非
現
実

の
曖
昧
さ
、「
螢
」「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
は
三
角
関
係
（
後
に
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ

の
森
」
へ
発
展
）、「
踊
る
小
人
」「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
は
入
れ
子
型
構
造
と

い
う
共
通
項
が
あ
る
。

（
４
）
渥
見
秀
夫
「
村
上
春
樹
『
螢
』
と
漱
石
『
こ
こ
ろ
』」（『
愛
媛
国
文
研
究
』
一
九
九

二
・
一
二
）、
平
野
芳
信
『
村
上
春
樹
と
《
最
初
の
夫
の
死
ぬ
物
語
》
』（
二
〇
〇
一
・

四
　
翰
林
書
房
）、
拙
稿
「『
螢
』
に
見
る
三
角
関
係
の
構
図
―
村
上
春
樹
の
対
漱
石

意
識
―
」（『
国
文
学
攷
』
二
〇
〇
七
・
九
）

（
５
）
今
村
楯
夫
「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
村
上
春
樹
―
『
納
屋
を
焼
く
』
を
め
ぐ
る
冒
険
」

（『
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
』
二
〇
〇
四
・
四
）

（
６
）
村
上
春
樹
「『
物
語
』
の
た
め
の
冒
険
」（『
文
學
界
』
一
九
八
五
・
八
）

（
７
）「『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
論
―
『
僕
』
と
『
私
』

の
デ
ジ
ャ
ヴ
ュ
」（『
国
文
学
』
一
九
九
五
・
三
）

（
８
）
岩
波
文
庫
版
『
伝
奇
集
』（
一
九
九
三
・
一
一
）
に
は
十
七
作
所
収
さ
れ
て
い
る
が
、

十
五
作
に
ゴ
シ
ッ
ク
体
太
字
の
文
字
が
存
在
す
る
。

黒
め
が
ね
を
か
け
た
司
書
が
訊
い
た
。
何
を
お
探
し
で
す
か
？

フ
ラ
デ
ィ
ー

ク
は
答
え
た
。
神
を
探
し
て
い
ま
す
。
司
書
は
い
っ
た
。
神
は
ク
レ
メ
ン
テ
ィ

ヌ
ム
の
四
十
五
万
冊
の
な
か
の
一
冊
の
な
か
の
一
ペ
ー
ジ
の
な
か
の
一
字
の

な
か
に
お
ら
れ
ま
す
。
わ
た
し
の
父
た
ち
と
わ
た
し
の
父
た
ち
の
父
た
ち
は

そ
の
文
字
を
探
し
て
き
ま
し
た
。
わ
た
し
も
そ
れ
を
探
し
て
い
る
う
ち
に
盲

目
と
な
っ
た
の
で
す
。
彼
は
め
が
ね
を
と
っ
た
。
フ
ラ
デ
ィ
ー
ク
は
死
ん
で
い

る
そ
の
目
を
見
た
。

（「
隠
れ
た
奇
跡
」
初
刊
一
九
四
四
、
邦
訳
一
九
六
八
）

こ
の
街
に
は
お
前
の
求
め
る
も
の
は
な
ん
で
も
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
、

何
も
な
い
。
お
前
の
求
め
る
も
の
は
何
だ
？

僕
の
求
め
る
も
の
は
何
だ
？
　
君
の
唇
、
や
す
ら
か
な
心
、
古
い
光
…
…
、

忘
れ
た
方
が
良
い
。
お
前
が
そ
こ
か
ら
得
る
も
の
は
絶
望
だ
け
だ
。
お
前

は
こ
の
街
に
来
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
外
の
世
界
に
住
む
べ
き
人
間

だ
っ
た
の
だ
。
死
ね
ば
全
て
は
終
っ
た
ん
だ
。
夢
も
苦
痛
も
…
…
何
も
か
も

な
。死

ぬ
こ
と
は
恐
く
は
な
い
、
と
僕
は
言
う
。
無
に
帰
す
る
こ
と
も
、
忘
れ
去
ら

れ
る
こ
と
も
。
僕
が
怖
れ
る
の
は
、
全
て
が
時
と
い
う
偽
善
の
衣
に
お
お
わ
れ
て

い
く
こ
と
な
ん
だ
。

こ
と
ば
だ
よ
、
と
壁
は
笑
う
。
お
前
の
語
っ
て
い
る
の
は
た
だ
の
こ
と
ば

だ
。（
13
）

こ
こ
で
は
文
体
の
比
較
の
た
め
に
引
用
し
た
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
対
話
に
お
い

て
太
字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
村
上
の
太
字
は
絶
対
者
「
壁
」
の

言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
絶
対
者
の
存
在
は
ボ
ル
ヘ
ス
の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
関
わ
っ
て

い
る
。「
隠
れ
た
奇
跡
」
の
司
書
は
盲
目
で
あ
る
が
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
の

主
人
公
「
僕
」
は
「
予
言
者
」
と
し
て
図
書
館
で
「
古
い
夢
」
を
読
む
た
め
に
自
身
の

目
が
盲
目
に
さ
れ
る
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

（
９
）「
ボ
ル
ヘ
ス
の
初
期
短
編
―
隠
さ
れ
た
意
図
」（『
神
戸
外
大
論
叢
』
二
〇
〇
六
・
一
二
）

（
10
）「
も
し
彼
の
言
葉
が
ミ
ス
テ
リ
ー
サ
ー
ク
ル
で
あ
っ
た
な
ら
」（『
ユ
リ
イ
カ
臨
時
増
刊
』

二
〇
〇
〇
・
三
）

（
11
）『
夢
の
本
』
の
引
用
は
全
て
『
夢
の
本
』（
一
九
九
二
・
一
〇
　
国
書
刊
行
会
）
に

よ
る
。
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（
12
）「
踊
る
小
人
」（『
A
E
R
A

ム
ッ
ク
　
村
上
春
樹
が
わ
か
る
』
二
〇
〇
一
・
一
二
）

（
13
）「
村
上
春
樹
作
品
に
お
け
る
深
層
意
識
界
論
｜
「
踊
る
小
人
」
と
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と

眠
る
女
」
を
中
心
に
」（『
盛
岡
大
学
日
本
文
学
研
究
会
報
告
』
一
九
九
六
・
三
）

＊
テ
キ
ス
ト
は
『
螢
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』（
一
九
八
四
・
七
　
新
潮
社
）、

「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」（『
文
學
界
』
一
九
八
〇
・
九
）、『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン

ド
』（
一
九
九
七
・
三
　
講
談
社
）
に
よ
る
。

―
や
ま
ね
・
ゆ
み
え
、
広
島
大
学
非
常
勤
講
師
―
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国
文
学
攷
投
稿
規
定

一
、
本
誌
は
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
の
機
関
誌
と
し
て
、
学
会
員
か
ら
の
投
稿
を

常
時
募
集
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
採
否
は
、
当
学
会
役
員
よ
り
選
出
さ
れ
た
編
集
委
員
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
編
集
委
員
会
で
決
定
し
ま
す
。

一
、
採
否
に
つ
い
て
の
お
問
い
合
わ
せ
に
は
一
切
応
じ
ま
せ
ん
。

一
、
投
稿
論
文
は
四
百
字
詰
原
稿
用
紙
四
十
枚
以
内
を
原
則
と
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
末
尾
に
氏
名
の
ふ
り
が
な
・
所
属
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
ワ
ー
プ
ロ
原
稿
で
の
投
稿
の
際
に
は
、
縦
書
き
の
場
合
は
30
字
×
21
行
、
横
書

き
の
場
合
は
40
字
×
35
行
の
書
式
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

一
、
編
集
の
都
合
上
、
な
る
べ
く
フ
ロ
ッ
ピ
ー
で
の
投
稿
を
お
願
い
し
ま
す
。
そ
の

際
、
使
用
の
機
種
・
ソ
フ
ト
名
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
必
ず
プ
リ
ン

ト
ア
ウ
ト
し
た
原
稿
の
同
封
を
お
願
い
し
ま
す
。

一
、
論
文
掲
載
の
場
合
、
本
誌
三
部
と
抜
き
刷
り
三
十
部
を
贈
呈
し
ま
す
。
余
分
に

必
要
な
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
お
申
し
出
が
あ
れ
ば
、
実
費
で
お
頒
ち
し
ま
す
。

一
、
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
の
著
作
権
は
、
著
者
に
帰
属
し
ま
す
。
た
だ
し
、

当
学
会
は
本
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
等
を
電
子
化
し
、
公
開
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
し
ま
す
。

一
、
投
稿
論
文
の
送
り
先
〒
七
三
九
ー
八
五
二
二

東
広
島
市
鏡
山
一
ー
二
ー
三

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
内

広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
事
務
局




