
滅
、
び
に
向
か
う
も
の
た
ち

-
村
上
春
樹
「
め
く
ら
ゃ
な
ぎ
と
眠
る
女
」

は
じ
め
に

最
新
作
「
1
Q
8
4
」
(
二

O
O九
1
一
O
)
に
顕
著
な
よ
う
に
、
村
上
春
樹

は
一
九
八

0
年
代
に
拘
り
を
持
っ
て
い
る
。
「
1
Q
8
4
」
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で

は
「
偶
然
の
一
致
で
す
が
、
オ
ウ
ム
が
最
初
に
道
場
を
開
い
た
の
は
8

4
年
で
す
。

6
0
年
代
後
半
の
理
想
主
義
が
つ
ぶ
さ
れ
た
後
の

B
0
年
代
は
、

オ
イ
ル
シ
ヨ
ツ

ク
と
バ
ブ
ル
崩
壊
の
聞
に
挟
ま
れ
た
時
代
で
あ
り
、
連
合
赤
軍
事
件
と
オ
ウ
ム
の

聞
に
挟
ま
れ
た
時
代
。
非
常
に
象
徴
的
だ
と
思
う
。
そ
こ
に
は
6
0
年
代
後
半
に

あ
っ
た
力
が

7

グ
マ
の
よ
う
に
地
下
に
あ
っ
て
、
や
が
て
は
バ
ブ
ル
と
い
う
形

に
な
っ
て
出
て
く
る
。
バ
ブ
ル
は
、

は
じ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
的
に
戦
後
体

制
を
壊
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
破
綻
へ
向
け
て
着
々
と
布
石
が
な
さ
れ
て
い
た

の
が
8
0
年
代
で
す
。
理
想
主
義
が
つ
ぶ
さ
れ
た
後
に
、
何
を
精
神
的
な
支
柱
に

す
べ
き
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
。
今
も
あ
る
混
沌
は
そ
の
結
果
な
ん
で
す
よ
」

滅びに向かうものたち

と
答
え
て
お
り
、
精
神
的
な
支
柱
が
崩
れ
た
現
在
の

「
混
沌
」
は

八
0
年
代
に

そ
の
源
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
問
題
意
識
は
近
年
生
ま
れ
た
も
の

で
は
な
く
、
継
続
的
に
現
れ
て
お
り
、
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
(
一
九
八

八
)
は
一
九
八
三
年
、
「
ね
じ
ま
き
烏
タ
ロ
ニ
ク
ル
」
(
一
九
九
四
l
九
五
)
l土

九
八
四
年
が
舞
台
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
幾
た
び
も
長
編
の
舞
台
に
八

0
年
代
前

と
一
九
八
0
年

代

|

山

キ艮

由
美
恵

半
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
村
上
に
と
っ
て
八

0
年
代
が
大
き
な
問
題
領
域
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
村
上
が
拘
り
続
け
て
い
る
八

0
年
代
に
つ
い
て
、
本
稿
で

は
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
の
テ
ク
ス
卜
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
第
一
に

一
九
八

0
年
代
の
村
上
が
繰

り
返
し
描
い
て
い
る
滅
び
が
措
か
れ
て
お
り
、

同
時
代
に
お
い
て
何
を
村
上
が
問

題
化
し
て
い
る
か
が
明
確
に
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
改
題
を
含
む
大
幅

η
I
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な
改
稿
を
し
て
お
り
、
村
上
の
問
題
意
識
の
継
続
と
変
遷
が
窺
え
る
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」

一
九
八
三
年
十
二
月
『
文
晶
子
界
』
に

lま

発
表
さ
れ
、
短
編
集
『
笹
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』
(
一
九
八
四
、
新

潮
社
)

(
以
下
L
・
V
と
記
す
)
。

一
九
九
王
年
十
二
月
、
原
稿

に
所
収
さ
れ
た

用
紙
八
十
枚
近
く
あ
っ
た
L
・
V
は、

四
十
五
枚
ほ
ど
に
短
縮
さ
れ
、
「
め
く
ら

と
改
題
し
『
文
皐
界
』
に
発

ゃ
な
ぎ
と
、

眠
る
女
」
(
以
下
5
・
V

1
と
記
す
)

表
さ
れ
た
。

そ
の
後
、

5
・
v
l
は
短
編
集
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
(
一
九

九
六
、
文
義
春
秋
)
所
収
の
際
に
更
に
短
縮
さ
れ
た
(
以
下
5
・
V
2
と
記
す
)
。

れ
ま
で
短
編
を
改
稿
し
て
長
編
に
す
る
も
の
、
例
え
ば
「
壁
」
が

「
ノ
ル
ウ
エ

イ
の
森
」

に
、
「
ね
じ
ま
き
烏
と
火
曜
日
の
女
た
ち
」
が

「
ね
じ
ま
き
烏
ク
ロ
ニ

ク
ル
」
に
な
っ
た
例
や
、
由
選
選
集
『
村
上
春
樹
全
作
品
』
に
収
録
す
る
際
に
改

稿
す
る
テ
ク
ス
ト
は
あ
っ
た
。

し
か
し
、
短
縮
を
改
稿
し
て
別
名
の
短
編
と
し
て



減ぴに向かうものたち

発
表
し
、
単
行
本
に
収
録
す
る
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
は

「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る

女
」
が
唯
一
で
あ
る
。

村
上
が
こ
の
よ
う
な
大
幅
な
改
稿
を
行
い
、
改
名
し
て
別
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て

発
表
し
た
の
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
後
に
行
わ
れ
た
神
戸
と
芦
屋
で
の
朗
読
会

の
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
の

中
に
は
、
被
災
し
、
心
に
大
き
な
傷
を
抱
え
た
人
々
に
伝
え
た
い
重
要
な
も
の
が

込
め
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、

L
-
V
に
は
一
九
八

0
年
代
村
上
が

描
き
た
か
っ
た
滅
び
が
、

5

・
V
に
は
そ
れ
に
抵
抗
す
る
試
み
が
あ
る
こ
と
を
提

え
、
村
土
文
学
と
一
九
八

0
年
代
の
問
題
を
考
え
る
一
階
梯
と
し
た
い
。

て
病
ん
だ
「
耳
」
閉
じ
ら
れ
た
世
界

i

L
-
V
の
あ
ら
す
じ
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
東
京
で
働
い
て
い
た
「
僕
」
(
二

十
四
歳
)
は
、
仕
事
を
辞
め
、
実
家
で
あ
る
神
戸
に
戻
っ
て
い
る
。
「
僕
」

の
し、

と
こ
(
十
四
歳
)

は
小
学
校
に
入
っ
た
頃
耳
に
ボ

I
ル
を
ぶ
つ
け
ら
れ
て
以
来
右

耳
が
難
聴
に
な
っ
た
。
こ
の
度
新
し
い
病
院
に
変
わ
る
こ
と
と
な
り
、

僕
」
が

っ
き
そ
い
を
す
る
。
病
院
で
い
と
こ
を
待
っ
て
い
る
問
、
「
僕
」
は
十
七
歳
の
時
、

友
人
と
一
緒
に
、
入
院
し
て
い
る
友
人
の
彼
女
を
見
舞
い
に
行
っ
た
こ
と
を
思
い

出
す
。
彼
女
は
そ
こ
で

「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
限
る
女
」
に
つ
い
て
の
詩
を
書
い
て

、--。
し
主

そ
の
詩
は
、
「
め
く
ら
や
な
ぎ
」
と
い
う
架
空
の
植
物
に
住
む
「
蝿
」
が

女
の
耳
に
入
り
こ
み
、
女
の
体
を
内
側
か
ら
溶
か
し
て
い
く
話
だ
っ
た
。
診
察
が

終
わ
り
、
「
僕

は
い
と
と
の
耳
に
「
め
く
ら
や
な
ぎ
」

の

「
蝿
」
が
寄
生
し
て

い
る
姿
を
幻
視
す
る
。

テ
ク
ス
ト
の
構
造
は
額
縁
構
造
で
あ
る
。
現
在
時
点
の

「
僕
」
が
病
院
と
い
う

場
で
過
去
の
回
想
を
し
、
そ
こ
で
思
い
出
し
た
「
め
く
ら
ゃ
な
ぎ
」
の
「
蝿
」
を
、

現
在
時
点
の
い
と
こ
に
重
ね
、
過
去
の
問
題
が
現
在
に
繋
が
る
構
造
と
な
っ
て
い

る
。
結
果
と
し
て
、
病
ん
だ
も
の
た
ち
は
全
く
救
わ
れ
な
い
。

こ
れ
ま
で
L

・
V
は
5

・
V
と
の
比
較
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の

独
立
し
た
作
品
論
は
存
在
せ
ず
、
事
典
や
短
編
集
の
解
説
な
ど
で
触
れ
ら
れ
る
程

度
で
あ
っ
た
。
テ
ク
ス
ト
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
問
中
励
儀
氏
が
次
の

4
つ
の
ユ

ニ
ッ
ト
に
分
け
て
い
る
。

(
1
)
聴
覚
障
害
を
持
っ
た
「
い
と
こ
」
の
耳
、

(
2
)

入
院
中
の

コ
百
621=ロ

3 

パ
ス
の
車
内
で

「
彼
女
」
が
語
る
「
め
く
ら
や
な
ぎ
」

出
会
っ
た
老
人
の
団
体
、
(
4
)
パ
ス
の
時
刻
や
料
金
な
ど
数
字
へ
の
こ
だ
わ
り
、

こ
の
う
ち
5

・
V
で
は
、
(
3
)
(
4
)
が
大
幅
に
削
除
さ
れ
た
。
田
中
氏
は
、
(
3
)

は
「
他
界
に
よ
る
現
実
世
界
の
相
対
化
」
「
現
実
界
の
不
安
定
さ
」
を
示
し
、
(
4
)

は
「
い
と
こ
に
、
『
僕
』
を
現
実
界
に
つ
な
ぎ
と
め
る
役
割
を
負
わ
せ
た
」
と
の

考
察
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
、
(
1
)
な
ぜ
「
耳
」
な
の
か
と
い
う
必
然
性
や
、
(
2
)

-48ー

「
め
く
ら
や
な
ぎ
」

「蝿」

の
象
徴
性
に
つ
い
て
は
、
考
察
の
余
地
が
残
さ
れ

の

て
い
る
。
ま
た
、
「
僕
」
の
い
と
こ
は
、
テ
ク
ス
ト
の
主
題
と
大
き
く
関
わ
る
「
僕
」

の
分
身
的
な
存
在
と
恩
わ
れ
る
。
本
稿
は
こ
の
点
を
手
が
か
り
に
し
、
滅
び
に
向

か
う
も
の
た
ち
の
姿
を
追
っ
て
み
た
い
。

い
と
こ
の

「耳」

l立

「
と
き
ど
き
彼
の
難
聴
そ
の
も

の
病
に
つ
い
て
、
「
僕
」

の
が
、
外
傷
の
せ
い
と
い
う
よ
り
は
神
経
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が

あ
る
」

と
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
も
っ
と
も
新
し

い
病
院
に
変
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
彼
の
耳
が
す
ぐ
に
快
方
に
向
う
こ
と
に
な
る
と

は
、
誰
も
期
待
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
わ
り
の
人
聞
は
み
ん
な
、
彼
の
耳
に
つ

い
て
は
1
1
1も
ち
ろ
ん
口
に
こ
そ
出
し
は
し
な
い
け
れ
ど
1
1
1す
っ
か
り
あ
き
ら

め
き
っ
て
い
る
よ
う
だ
つ
た
。

い
と
こ
に
は
ど
こ
と
な
く
そ
う
い
う
雰
囲
気
が
あ



っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
人
に
も
周
囲
に
も
あ
き
ら
め
の
空
気
が
漂
っ
て
い
る
。

の
病
が
語
ら
れ
る
の
か
。
村
上
テ

ク
ス
ト
に
お
い
て
、
「
耳
」
は
印
象
深
い
ツ
ー
ル
と
し
て
登
場
す
る
。
『
村
上
春
樹

様
々
な
病
が
存
在
す
る
中
で
、
な
ぜ
「
耳
」

ブ
ッ
ク
』
(
一
九
九
一
・
四
『
文
皐
界
』
臨
時
増
刊
)

で
は
、
「
象
工
場
に
勤
務
す

る
僕
が
、
そ
の
月
は
象
の
耳
を
作
る
セ
ク
シ
ョ
ン
を
担
当
し
て
い
る
『
踊
る
小
人
』

や
失
業
中
の
僕
が
右
耳
が
悪
い
い
と
こ
に
付
き
添
っ
て
病
院
に
行
く
『
め
く
ら
や

な
ぎ
と
眠
る
女
』
な
ど
耳
へ
の
こ
だ
わ
り
が
共
通
し
た
作
品
も
あ
っ
て
、
と
れ
は

『
羊
を
め
ぐ
る
官
険
』
の
耳
の
モ
デ
ル
を
し
て
い
る
高
級
コ

I
ル
ガ
ー
ル
に
ま
で

つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

耳

へ
の
こ
だ
わ
り
は
明
確
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る

の
機
能
は
異
な
る
。
特
に
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
(
一
九
八
二
)
の
耳
の

女
は
、
村
上
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
最
も
重
要
な
「
耳
」
の
使
わ
れ
方
H
超
能
力
が

「耳」

あ
る
耳
を
持
つ
女
性
と
し
て
描
か
れ
、
先
学
に
お
い
て
も
多
く
言
及
が
な
さ
れ
て

日
高
昭
二
氏
は
「
暢
き
や
鏡
舌
を
知
覚
し
、
失
わ
れ
た
記
憶
を
取
り
戻
す

契
機
と
し
て
の
耳
」
と
捉
え
、
坪
井
秀
人
氏
は
「
彼
女
の
《
本
当
の
耳
》

H
性
(
通

は
世
界
に
開
か
れ
、
世
界
を
聞
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
先
学
が
述

い
る
。

い
あ
う
こ
と
)

べ
る
よ
う
に
、
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
に
お
け
る
「
耳
」
は
た
だ
の
耳
で
は
な
く
、

主
人
公
と
世
界
と
を
つ
な
ぐ
重
要
な
役
割
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
魔
力
的
な
力
を
持
つ
「
耳
」
に
対
し
、
「
め
く
ら
や
な
ぎ
」
の
「
耳
」

滅ぴに向かうものたち

は
病
ん
だ
耳
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
畷
き
や
鏡
舌
を
知
覚
し
、
失
わ
れ
た
記
憶
を
取

り
戻
す
」
こ
と
や
「
世
界
に
聞
か
れ
、
世
界
を
聞
く
」
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
お
、

「
1
9
7
3
年
の
ピ
ン
ボ

l
ル
」
(
一
九
八

O
)
に
お
い
て
も
、
主
人
公
「
僕
」

耳
鼻
科
で
治
癒
さ
れ
、

の
耳
が
聞
こ
え
な
い
状
態
に
な
る
が
、

そ
れ
か
ら
ラ
ス
ト

へ
む
け
て
物
語
が
進
行
し
て
ゆ
く
。
こ
の
状
態
を
先
学
は
「
僕
」
自
身
の
治
癒
と

重
な
る
と
捉
え
て
い
る
。
治
癒
さ
れ
な
い

「
耳
」
は
、
単
に
音
を
聞
く
こ
と
が
で

き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
人
・
世
界
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。

そ
し
て

い
と
こ
は

の
分
身
的
な
存
在
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ

「僕」

て
い
る
。
親
戚
の
問
で
「
み
ん
な
は
僕
と
そ
の
い
と
こ
を
一
対
と
し
て
考
え
」

て

い
た
が
、
「
僕
」
自
身
は
不
思
議
に
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
病
院
へ
向
か
う
際
、

「
小
首
を
か
し
げ
る
よ
う
な
格
好
で
左
耳
を
じ
っ
と
僕
の
方
に
向
け
て
い
る
い
と

こ
の
姿
を
見
て
い
る
と
、
僕
は
妙
に
心
を
打
た
れ
た
。
ず
っ
と
昔
に
聞
い
た
雨
の

音
の
よ
う
に
、
彼
の
不
器
用
に
誇
張
さ
れ
た
一
挙
一
動
が
、

し
っ
く
り
と
僕
の
体

に
な
じ
ん
だ
。
親
戚
の
人
々
が
な
ぜ
僕
と
彼
を
結
び
つ
け
た
が
っ
た
の
か
が
、
な

ん
と
は
な
し
に
わ
か
る
よ
う
な
気
が
し
た
」
と
自
分
自
身
と
い
と
こ
と
の
親
和
性

を
強
く
感
じ
て
い
る
。
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村
上
文
学
で
は
分
身
的
な
存
在
が
多
く
措
か
れ
る
が

L

・
V
に
お
い
て
も

「
僕
」
と
い
と
こ
は
一
対
の
も
の
で
あ
り
、
彼
の
問
題
は

「僕」

の
問
題
に
繋
が

る
と
言
え
る
。
「
僕
」

l土

「
い
ろ
ん
な
う
ん
ざ
り
す
る
で
き
ご
と
が
つ
づ
け
ざ
ま

に
起
っ
て
、
僕
は
そ
れ
ま
で
二
年
間
通
っ
て
い
た
会
社
を
辞
め
た
。

そ
し
て
東
京

を
離
れ
、
家
に
帰
っ
て
き
た
」
。
そ
し
で
失
わ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
の
記
憶
を
探

(
「
記
憶
は
む
し
ろ
ぎ
っ
し
り
と
頭
の
中
に
詰
ま
っ
て
い

っ
て
い
る
状
態
に
あ
り

る
の
だ
。

そ
れ
を
う
ま
く
外
に
ひ
き
ず
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
」
)
、
人
・

世
界
と
う
ま
く
繋
が
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
い
つ
も
左
側
の
耳
が
心
も
ち
僕
の

方
に
傾
け
ら
れ
て
い
た
。

い
と
こ
の
そ
う
い
う
顔
を
見
て
い
る
と
、
僕
は
自
分
ま

で
途
方
に
暮
れ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、

い
と
こ
の

人
世
界
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
な
い

耳

は
、
「
僕
」

そ
の
も
の
の
問
題

と
も
重
な
っ
て
く
る
。



滅びに向かうものたち

一
一
、
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
「
体
内
の
蛇
」
と
の
関
係
か
ら
|

次
に
題
名
と
な
り
、
強
い
印
象
を
残
す
詩
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
に
つ

い
て
考
え
た
い
。
「
僕
」
は
い
と
こ
の
診
察
を
待
つ
聞
に
、
友
人
と
友
人
の
彼
女

を
お
見
舞
い
に
行
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
彼
女
は
そ
の
と
き
長
い
詩
を
書
い
て

い
た
。
こ
の
詩
は
実
際
の
内
容
は
描
か
れ
ず
、
彼
女
が
次
の
よ
う
な
ア
ウ
ト
ラ
イ

ン
の
み
紹
介
す
る
。
「
め
く
ら
や
な
ぎ
の
外
見
は
と
て
も
小
さ
い
け
れ
ど
、
根
は

ち
ょ
っ
と
想
像
で
き
な
い
く
ら
い
深
」
く
、
「
あ
る
年
齢
に
達
す
る
と
、
め
く
ら

ゃ
な
ぎ
は
上
に
の
び
る
の
を
や
め
て
下
へ
下
へ
と
伸
び
」
、
「
暗
閣
を
養
分
と
し
て

育
つ
」
。
「
蝿
が
そ
の
花
粉
を
運
ん
で
女
の
耳
に
も
く
り
こ
ん
で
、
女
を
眠
ら
せ
」
、

「
女
の
体
の
中
に
入
っ
て
肉
を
食
べ
る
」
。
こ
れ
が
詩
の
世
界
の
設
定
で
あ
る
。

ス
ト
ー
リ
ー
は
、
「
め
く
ら
や
な
ぎ
の
花
粉
の
せ
い
で
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
女

を
た
ず
ね
て
、
若
い
男
が
一
人
で

E
を
の
ぼ
り
」
、
「
苦
労
し
て
小
屋
に
辿
り
つ
い

た
の
に
娘
の
体
は
も
う
既
に
蝿
に
食
わ
れ
ち
ゃ
っ
て
た
」
。
結
末
で
は
、
蝿
に
食

わ
れ
た
若
い
女
は
助
か
ら
ず
、
助
け
に
い
っ
た
男
の
努
力
は
何
も
報
わ
れ
な
い
ま

ま
終
わ
る
。
救
い
の
な
い

「
哀
し
い
話

で
あ
る
ロ

こ
こ
で

「
め
く
ら
や
な
ぎ
」
と
い
う
架
空
の
植
物
に
す
む
蝿
、
女
の
体
に
入
り

こ
む
異
物
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

日
本
文
学
に
お
い
て
具
類
の
卵
が
体
内
で
鮮

化
し
、
宿
主
を
乗
っ
取
っ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
話
形
は
あ
ま
り
存
在
し
な
い
。
欧
米

に
お
い
て
、
具
類
が
女
性
の
体
に
卵
を
産
む
話
は
、
「
体
内
の
蛇
」
と
い
う
物
語

話
形
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
「
伝
統
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
お

い
て
繰
り
返
し
出
て
く
る
同
じ
よ
う
な
発
想
例
(
引
用
者
注

命
取
り
に
な
り
か

ね
な
い
具
類
が
人
体
に
入
り
込
む
)

は
、
蛇
、

カ
エ
ル
、
あ
る
い
は
ト
カ
ゲ
が
体

内
に
侵
入
す
る
、
い
わ
ゆ
る
体
内
に
入
る
蛇
の
話
で
あ
る
」
、
「
ク
モ
が
腕
を
か
み
、

卵
を
産
み
つ
け
る
」
、
「
『
ハ
サ
ミ
ム
シ
』
と
呼
ば
れ
る
昆
虫
が
耳
の
中
に
入
り
込

む
と
人
は
言
う
」
な
ど
の
例
が
紹
介
さ
れ
、
「
心
理
学
的
な
レ
ベ
ル
で
は
、

こ
れ

ら
の
伝
説
は
ま
た
妊
娠
の
空
想
を
表
わ
し
て
お
り
、
妊
娠
と
出
産
と
い
う
思
い
に

対
す
る
潜
在
下
の
恐
怖
の
表
わ
れ
だ
と
密
身
や
(
引
用
者
注
傍
点
は
原
文
に
あ

り
)
感
じ
取
れ
る
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
難
波
江
和
英
・
内
田
樹
『
現
代
思
想

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
』
(
二

O
O
四
、
光
文
社
新
書
)
で
は

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
組
織
的
に
排
除
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
『
母
の
ル
サ
ン
チ
7

ン
』
を

「
神
話
的
な
『
母
』

素
材
に
造
形
さ
れ
た
の
が
『
体
内
の
蛇
』
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

ら
「
体
内
の
蛇
」
と
そ
の
象
徴
の
関
係
は
、
映
画
「
エ
イ
リ
ア
ン
」
(
一
九
八

O
)

を
基
に
現
代
に
お
け
る
「
体
内
の
蛇
」
話
形
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
。
村
上
は
「
エ

イ
リ
ア
ン
」
を
見
て
お
り
、
人
体
に
何
か
が
寄
生
し
、
宿
主
を
死
に
至
ら
し
め
る
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と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
一
九
八

0
年
代
前
半
に
持
つ
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

め
く
ら
や
な
ぎ
」

の
蝿
は
、
暗
闇
を
養
分
に
し
て
育
つ

「
め
く
ら
や
な
ぎ
」

の
花
粉
を
耳
か
ら
体
内
に
運
ぶ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
精
神
を
病
ん
で
ゆ
く
精
神
病

の
隠
鳴
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
う
い
っ
た
意
味
も
あ
る
が
、
無
意
識
に
成

熟
を
拒
否
す
る
彼
女
の
深
層
心
理
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
成
熟
へ
の
恐
怖
は
「
ノ

で
追
求
さ
れ
る
テ
!
?
で
あ
る
。
「
め
く
ら
や
な

ぎ
と
眠
る
女
」
は
、
後
に
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
に
発
展
し
て
ゆ
く
関
係
に
あ
る
。

ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
(
一
九
八
七
)

今
ひ
と
つ
の
意
味
と
し
て
、
無
意
識
に
成
熟
へ
の
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
彼
女
と
後

に
自
殺
し
て
し
ま
う
友
人
と
の
も
ろ
い
関
係
も
こ
の
詩
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
体
内
の
蛇
」
と
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
と
の
関
係
を
最
初
に
述
べ
た

風
丸
良
彦
氏
で
あ
る
。
氏
は

の
は
、

「
『
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
』
の
入
院
す



る
『
彼
女
』
も
、
『
病
院
』
と
い
う
言
説
の
中
で
、
こ
う
し
た
『
母
』
の
ル
サ
ン

チ
て才

ン
を
十
七
歳
な
m 

そ L
;h，無
F 意
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く う
らち
ゃに
弓感
きじ
とと
H民り
る

女と
』い
のう
高生か
と
し無
て意
徴 識
さが

表
象
に
立
ち
現
れ
て

れ
た
の
だ
、

と
フ
ロ
イ
ト
な
ら
考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、

フ
ロ
イ
ト
な
ら
こ
う
い
っ
た
解
釈
を
す
る
だ
ろ
う
と
い
っ
た
形
で
の
説
明
を
行
つ

て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」

の
直
子
に
つ
な
が
る
性
の
問

題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
彼
女
が
成
熟
を
拒
否
し
て
い
た
こ
と
を
積
極
的
に
読
み
取

っ
て
よ
い
の
だ
と
私
は
考
え
る
。

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」

の
直
子
は
、
恋
人
キ
ズ
キ
を
愛
し
て
お
り
、
彼
と
肉
体

関
係
を
持
と
う
と
試
み
る
が
彼
女
の
体
は
反
応
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
関
係
は
「
何

か
ど
こ
か
の
部
分
で
肉
体
が
く
っ
つ
き
あ
っ
て
い
る
よ
う
な
」
、
普
通
の
男
女
関

係
と
は
違
っ
た
関
係
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
「
体
内
の
蛇
」
と
重
ね
て
み
る
と
、
直

子
は
キ
ズ
キ
と
恋
人
で
い
た
か
っ
た
が
、
彼
女
は
妊
娠
を
恐
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、

「
母
」
に
な
る
こ
と
を
無
意
識
の
う
ち
に
拒
否
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
直
子
は
彼
の
体
を
受
け
入
れ
な
い
ま
ま
、

キ
ズ
キ
が
自
殺
し
た
こ
と

に
対
し
罪
悪
感
を
持
つ
。
そ
の
上
、
直
子
は
一
度
だ
け
「
僕
」
と
関
係
し
た
こ
と

で
更
に
罪
悪
感
が
増
し
、
心
を
病
ん
で
自
殺
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

イ
の
森
」
に
お
け
る
根
幹
の
部
分
、
愛
し
て
い
る
は
ず
の
人
聞
と
性
的
関
係
を
持

「
ノ
ル
ウ
エ

て
な
か
っ
た
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
恋
人
関
係
の
ま
ま
留
ま
り
、
妊
娠
し
て
、

滅びに向かうものたち

を
育
て
て
い
く
立
場
に
恐
怖
し
て
い
る
成
熟
の
拒
否
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う

は
村
上
自
身
が

で
あ
る
ロ
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」

と
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
直
接
的
な
関
係
は
な
い
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
が
、
「
ノ
ル
ウ

エ
イ
の
森
」
に
お
け
る
無
意
識
で
成
熟
を
拒
否
す
る
女
性
の
姿
と
救
わ
れ
な
い
病

と
い
う
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
強
い
連
闘
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

セ
ク
シ
ヤ
リ
テ
ィ
と

精
神
が
関
わ
り
合
い
、
結
果
と
し
て
滅
び
に
向
か
う
も
の
た
ち
の
姿
が
象
徴
さ
れ

た
-
反
し
い
詩
で
あ
る
。

精
神
が
病
ん
で
い
く
闇
へ
の
病
と
、
成
熟
の
拒
否
と
い
う
ダ
ブ
ル
イ
メ
ー
ジ
の

「
蝿
」
で
あ
る
が
、
「
僕
」
が
い
と
こ
に
あ
て
は
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
滅
び
が
「
僕
」

に
も
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
自
身
の
分
身
と
も
言
え
る
い
と
こ
の
耳
の

中
に
め
く
ら
や
な
ぎ
の

「蝿」

の
姿
を
幻
視
す
る
。

僕
は
そ
の
沈
黙
の
中
で

い
と
こ
の
耳
の
中
に
巣
喰
っ
て
い
る
の
か
も
し

れ
な
い
無
数
の
微
小
な
蝿
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
。
六
本
の
足
に
べ
っ
と
り

と
花
粉
を
つ
け
て
い
と
こ
の
耳
に
入
り
こ
み
、

そ
の
中
で
や
わ
ら
か
な
肉
を

む
さ
ぼ
り
食
っ
て
い
る
蝿
の
こ
と
を
だ
。

じ
っ
と
こ
う
し
て
パ
ス
を
待
っ
て

い
る
あ
い
だ
に
も
、
彼
ら
は
い
と
こ
の
薄
桃
色
の
肉
の
中
に
も
ぐ
り
こ
み
、
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汁
を
す
す
り
、
脳
の
中
に
卵
を
産
み
つ
け
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
時
の
階
段

を
ゆ
っ
く
り
と
上
方
に
向
っ
て
よ
じ
の
ぼ
り
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
。
誰
も
彼

ら
の
存
在
に
は
気
づ
か
な
い
。
彼
ら
の
体
は
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
、
彼
ら
の

羽
音
は
あ
ま
り
に
も
低
い
の
だ
。

耳
か
ら
体
に
入
り
込
み
、

こ
の
「
蝿
」
が
十

子

限
り
な
が
ら
体
が
腐
っ
て
ゆ
く
、

「
耳
」
に
入
り
、
彼
の
体
を
溶
か
し
て
い
く
幻
想
。
こ
れ

四
歳
の
僕
の
い
と
こ
の

は
い
と
こ
と
と
も
に
「
僕
」
自
身
の
分
身
が
滅
び
へ
向
か
っ
て
い
く
こ
と
を
予
期

さ
せ
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
「
僕
」
が
分
身
を
滅
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
僕
」

は
い
と
こ
に
「
め
く
ら
や
な
ぎ
」

の
話
を
し
な
い
。
こ
の
ま
ま
彼
の
脳
の
中
に
卵

が
生
み
付
け
ら
れ
た
幻
想
の
状
態
の
ま
ま
、
物
語
は
救
い
の
な
い
ま
ま
に
終
わ
る

の
で
あ
る
。

目
に
見
え
な
い
が
確
実
に
内
面
を
食
い
破
っ
て
死
に
い
た
ら
し
め
る



滅びに向かうものたち

病
を
い
と
こ
は
逃
れ
ら
れ
な
い
。

な
ぜ
い
と
こ
に
「
め
く
ら
や
な
ぎ
」

な
っ
て
い
く
の
か
。

つ
ま
り
成
熟
へ
の
拒
否
が
重

い
と
こ
は
分
身
的
な
存
在
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
が
、
十
四

の

蝿

歳
と
い
う
年
齢
は
こ
れ
ま
で
の
村
上
文
学
で
の
核
と
な
る
年
齢
で
あ
る
。
「
風
の

歌
を
聴
け
」
(
一
九
七
九
)

に
お
け
る
十
四
歳
は
、
主
人
公

「
僕
」
が
言
葉
と
の

妥
協
を
始
め
、
三
番
目
に
寝
た
女
の
子
の
一
番
美
し
い
瞬
間
が
あ
っ
た
年
で
あ
る
。

「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
(
ニ

O
O
二
)

の
カ
フ
カ
は
り
歳
の
設
定
で
あ
り
、
十
五
歳

の
誕
生
日
に
「
一
番
タ
フ
な
百
歳
に
な
る
」
と
決
意
し
家
出
を
す
る
。
こ
れ
ら
か

ら
、
十
五
歳
か
ら
大
人
に
な
る
意
識
が
芽
生
え
、

十
四
歳
は
、

子
ど
も
か
ら
大
人

へ
変
わ
る
過
渡
期
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

「僕」

は
現
在
、

人
・
世
界
と
繋
が
る
こ
と
が
出
来
な
い
状
態
で
、
こ
れ
ま
で

の
人
生
に
お
い
て
多
く
失
わ
れ
た
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
と
き
に
自
身
の
子
ど
も

時
代
を
映
し
た
か
の
よ
う
な
い
と
こ
を
見
る
の
で
あ
る
。

い
と
こ
は
既
に
病
の
治

癒
を
諦
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
先
痛
い
治
療
が
続
く
の
で
あ
れ
ば

「
年
な
ん
て
と
り
た
く
な
い
ん
だ
よ
」
と
「
僕
」
に
言
っ
て
も
い
る
。
こ
こ
で
の

い
と
こ
は
大
人
に
な
り
た
く
な
い
自
分
が
反
映
さ
れ
た
分
身
と
も
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
「
僕
」

は
い
と
こ
の
こ
と
を
「
失
っ
た
経
験
の
な
い
人
間
に
向

っ
て
、
失
わ
れ
た
も
の
の
説
明
を
す
る
の
は
不
可
能
だ
」
と
捉
え
て
も
い
る
。
大

人
に
な
り
た
く
な
い

「
僕
」
が
自
身
の
子
ど
も
時
代
を
反
映
す
る
い
と
こ
に
成
熟

を
拒
否
す
る
「
蝿
」
を
寄
生
さ
せ
、
失
う
こ
と
な
く
、

こ
れ
以
上
の
痛
み
を
受
け

る
こ
と
も
な
く
ゆ
っ
く
り
と
滅
ん
で
い
く
、

と
い
う
「
僕
」
自
身
の
欲
望
が
こ
の

幻
視
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
思
春
期
に
お
い
て
大
人
に
な
り
た

く
な
い
と
思
う
こ
と
は
男
女
共
通
に
あ
る
。
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」

の
キ
ズ
キ
が

自
殺
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、
村
上
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
成
熟
へ
の
恐
怖
を
抱
え
た

人
間
に
は
「
蝿
」
が
も
ぐ
り
こ
み
、
滅
び
へ
向
か
っ
て
い
く
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
め
く
ら
や
な
ぎ
の
詩
を
思
い
出
す
前
の

「僕」

の
述
懐
に
こ
の
テ
ク

ス
ト
の
テ
!
?
が
あ
る
と
考
え
る
。
「
時
ど
き
、
僕
の
頭
は
と
て
も
単
純
な
こ
と

で
混
乱
し
て
し
ま
う
の
だ
。
人
は
な
ぜ
病
む
の
か
、

と
か
、

そ
う
い
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
。

ほ
ん
の
少
し
だ
け
骨
が
ず
れ
る
こ
と
、
耳
の
中
の
何
か
が
ち
ょ
っ
と
ゆ

が
ん
で
し
ま
う
こ
と
、
あ
る
穫
の
記
憶
が
不
規
則
に
頭
の
中
に
つ
め
こ
ま
れ
て
い

る
こ
と
。
人
が
病
む
こ
と
。
病
が
体
を
冒
し
、

目
に
見
え
ぬ
小
石
が
神
経
の
す
き

ま
に
も
ぐ
り
こ
み
、
肉
が
溶
け
、
骨
が
あ
ら
わ
に
な
る
こ
と
」
。

い
と
こ
の
病
に

対
し
て
語
ら
れ
る
の
は
、
諦
め
の
言
葉
が
多
か
っ
た
よ
う
に
、

一
九
八
三
年
の
村

上
は
間
・
滅
び
そ
の
も
の
が
主
題
な
の
で
あ
っ
た
。

ほ
ん
の
少
し
の
何
か
が
狂
つ

て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
し
て
い
っ
た
ん
滅
び
に
向
か
っ
て
い
く
人
た
ち
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

nr
“
 

民

υ

い
う
諦
め
。
こ
れ
が

L
・
V
の
テ
!
?
な
の
で
あ
る
。

、
滅
び
に
向
か
う
も
の
た
ち

一
九
八

0
年
代
前
半
、
村
上
は
破
滅
の
結
末
、
ま
た
は
滅
び
の
予
感
の
物
語
を

複
数
描
い
て
い
る
。
特
に
そ
れ
は
専
業
作
家
に
な
る
と
決
め
た
「
羊
を
め
ぐ
る
官

険
」
の
前
後
に
現
れ
る
。

「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」

は
、
主
人
公
「
僕
」
が
特
別
な
力
を
持
つ
羊
探
し
を
す

る
。
そ
の
結
末
、
右
翼
の
大
物
の

は
病
死
、
友
人
「
鼠
」

は
自
殺
し
、

「
先
生
」

あ
わ
せ
て

〈
羊
〉
も
消
滅
、
黒
服
の
秘
書
は
「
鼠
」

の
仕
掛
け
た
爆
弾
の
爆
発
で

お
そ
ら
く
死
亡
し
た
。
そ
し
て
「
僕
」
だ
け
が
残
さ
れ
る
。

永
原
孝
道
氏
は
『
鐙
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』
全
て
が

「
カ
タ
ス
ト



ロ
フ
」
が
テ

1
7
だ
と
述
べ
、

L

・
V
に
つ
い
て
は
「
お
の
お
の
欠
損
を
抱
え
た

者
達
が
ひ
と
時
、
病
院
に
集
い
、
散
じ
て
い
く
。
空
想
の
め
く
ら
や
な
ぎ
の
花
粉

を
脚
に
つ
け
て
人
を
眠
ら
せ
体
内
か
ら
む
さ
ぼ
り
食
う
蝿
は
、
内
面
化
さ
れ
た
カ

タ
ス
ト
ロ
プ
で
あ
る
。
過
去
と
現
在
、
現
在
と
空
想
は
、

た
だ
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
の

門
川
-

記
憶
と
予
感
に
よ
っ
て
だ
け
相
互
に
繋
が
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

『
カ
ン
ガ
ル
ー
日
和
』
は
一
九
八
一
年
か
ら
一
九
八
=
一
年
ま
で
連
載
さ
れ
た
短

め
の
短
編
集
(
原
稿
用
紙
8
1
M
枚
・
「
図
書
館
奇
誇
」

は
除
く
)

で
あ
り
、
作

者
の
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
雑
多
な
集
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
五

月
の
海
岸
線
」
(
一
九
八
一
)
で
は
明
確
な
滅
び
が
描
か
れ
て
い
る
。
主
人
公
「
僕
」

は
友
人
の
結
婚
式
の
た
め
故
郷
の
街
に
帰
る
。
古
い
記
憶
に
導
か
れ
「
海
」
を
見

ょ
う
と
タ
ク
シ
ー
で
昔
の
海
岸
線
に
向
か
う
が
、
海
岸
線
は
住
宅
地
と
し
て
埋
め

立
て
ら
れ
て
い
た
。

高
層
住
宅
の
群
れ
は
ど
こ
ま
で
も
続
い
て
い
た
。
ま
る
で
巨
大
な
火
葬
場

の
よ
う
だ
。
人
の
姿
は
な
い
。
生
活
の
匂
い
も
な
い
。

路
を
時
折
自
動
車
が
通
り
過
ぎ
て
い
く
だ
け
だ
。

の
っ
ペ
り
と
し
た
道

僕
は
預
言
す
る
。

五
月
の
太
陽
の
下
を
、

両
手

君、運
た、動
ち、靴
l士、を

史:2
卓、下
る、 lて
マー、

手、京
ス、防

と襲
(の
引上

を
歩
き
な
が
ら
僕
は
預
言
す
る
。

滅ぴに向かうものたち

用
者
注

傍
点
は
原
文
に
あ
り
)

何
年
先
か
、
何
十
年
先
か
、
何
百
年
先
か
、
僕
に
は
わ
か
ら
な
い
。
で
も
、

君
た
ち
は
い
つ
か
確
実
に
崩
れ
去
る
。
山
を
崩
し
、
海
を
埋
め
、
井
戸
を
埋

め
、
死
者
の
魂
の
上
に
君
た
ち
が
打
ち
建
て
た
も
の
は
い
っ
た
い
何
だ
ワ

コ
ン
ク
リ
ー
ト
と
雑
草
と
火
葬
場
の
煙
突
、

そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
か
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
主
人
公
の
直
接
的
な
呪
誼
(
「
君
た
ち
は
崩
れ
去
る
だ
ろ

う
」
)
が
特
徴
的
で
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
小
品
で
あ
る
。

ス
ト
レ
ー
ト
に

滅
び
が
描
か
れ
た
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

「
駄
目
に
な
っ
た
主
国
」
(
一
九
八
二
)

で
は
、
「
僕
」
は
非
の
打
ち
所
が
な
く

ハ
ン
サ
ム
だ
っ
た
Q
氏
に
再
会
す
る
。
彼
は
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
立
場
で
、

女
の
子
に
侮
蔑
的
に
コ

l
ラ
を
か
け
ら
れ
、
怒
る
こ
と
も
で
き
な
い
現
状
だ
っ
た
。

非
の
打
ち
所
が
な
い
人
間
が
崩
れ
て
い
く
姿
を
「
王
国
」

に
た
と
え
て
こ
の
物
語

は
終
わ
る
。
「
『
立
派
な
主
国
が
色
あ
せ
て
い
く
の
は
』
と
そ
の
記
事
は
語
っ
て
い

た
。
『
二
流
の
共
和
国
が
崩
壊
す
る
時
よ
り
ず
っ
と
物
哀
し
い
』
」
。
主
人
公
は
「
駄

目
に
な
っ
」

て
い
く
姿
を
傍
観
す
る
の
み
で
、
行
動
は
し
な
い
。
ま
た
、
「
図
書

館
奇
諌
」
(
一
九
八
二
)
も
主
人
公
は
自
分
が
し
た
こ
と
に
迷
い
が
あ
り

-53ー

(
「
僕
の

ゃ
っ
た
こ
と
が
本
当
に
正
し
い
こ
と
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
、

そ
れ
さ
え
も
僕
に
は

確
信
が
持
て
な
い
」
、
「
閣
の
奥
は
と
て
も
深
い
」
)
、
最
後
に
母
親
が
死
ん
で
終
わ

る
と
い
う
救
い
の
な
い
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

八
0
年
代
は
高
度
資
本
主
義
社
会
と
な
り
、
バ
ブ
ル
経
済
へ
と
向
か
っ
て
い
た
。

政
治
的
に
は
中
曽
根
内
閣
と
い
う
長
期
の
安
定
し
た
政
権
に
な
り
、
ア
メ
リ
カ
と

L
-
Y
の
発
表
さ
れ
た
一
九
八
三

の
関
係
も
比
較
的
良
好
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

年
、
文
学
的
な
状
況
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
読
売
・
朝
日
・
毎
日
新
聞

に
お
け
る
一
九
八
三
年
の
文
芸
時
評
は
一
部
の
作
品
に
評
が
集
中
し
た
。
大
江
健

三
郎
「
新
し
い
人
よ
眼
ざ
め
よ
」
、
中
上
健
次
「
地
の
果
て
至
上
の
時
」
、
古
い
由

吉
「
楼
」
、
津
島
佑
子
「
火
の
河
の
ほ
と
り
で
」
、
金
石
範
「
火
山
島
」

で
あ
る
。

朝
日
新
聞
(
十
二
月
十
三
日
夕
刊
)

で
は
、
「
七

0
年
代
後
半
か
ら
進
行
し
て
き

た
文
学
の
解
体
は
、
昨
年
大
き
な
う
ね
り
を
み
せ
た
。

そ
し
て
今
年
は
、
解
体
、



滅びに向かうものたち

再
構
築
い
ず
れ
で
も
な
く
、
階
段
の
踊
り
場
で
ふ
と
た
ち
止
ま
っ
た
感
じ
な
の
だ
」

と
評
さ
れ
た
。
読
売
新
聞
(
十
一
一
月
十
三
日
夕
刊
)

で
は
「
問
題
は
、

小
説
が
困

難
な
時
代
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
作
家
が
ど
れ
だ
け
痛
切
に
考
え
、

そ
れ

を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
に
あ
る
」
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
文
学

の
方
向
性
を
変
え
る
よ
う
な
も
の
、
文
学
的
に
閉
塞
し
た
時
代
の
空
気
を
変
え
る

何
か
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

村
上
も
滅
び
を
予
感
し
て
い
た
と
一
人
と
い
え
る
。
周
り
が
経
済
発
展
し
て
い

く
中
で
、
ゆ
っ
く
り
と
滅
び
て
ゆ
く
も
の
が
あ
る
、

そ
う
い
っ
た
ま
な
ぎ
し
が
八

0
年
代
前
半
の
村
上
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
村
上
は
八

0
年
代
を
長
編
の

骨
子
と
し
て
、
現
在
で
も
八

0
年
代
に
拘
り
続
け
て
い
る
。
一
九
八
九
年
で
は
「
六

0
年
代
と
い
う
の
は
あ
る
種
の
精
神
と
い
う
か
、
政
治
性
、
あ
る
い
は
政
治
的
理

念
主
導
の
時
代
だ
っ
た
」
が
、

七
0
年
代
で
そ
れ
ら
が
一
度
解
体
さ
れ
、
経
済
主

導
の
時
代
に
な
り
、
八

0
年
代
に
は
「
価
値
観
が
完
全
に
転
換
し
て
し
ま
っ
た
」
。

「八

0
年
代
に
入
っ
て
く
る
と
。
い
わ
ゆ
る
高
度
資
本
主
義
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

こ
れ
は
も
う
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
全
部
呑
み
込
ん
で
い
く
ん
で
す
よ
ね
。
ゴ
ル
パ
チ

ヨ
フ
さ
え
呑
み
込
ん
で
い
っ
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
よ
。

そ
う
な
る
と
、
何
が
善
で
何

が
悪
か

何
が
前
衛
で
何
が
後
衛
か
と
い
う
の
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

く
る
ん
で
す
ね
。
そ
う
い
う
構
造
そ
の
も
の
が
崩
壊
し
ち
ゃ
っ
て
る
。
/

そ
の

中
で
『
僕
』
と
い
う
人
聞
が
ど
う
生
き
残
っ
て
い
く
か
と
い
う
の
に
僕
は
興
味
が

あ
る
ん
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。

八
0
年
代
前
半
、
村
上
の
関
心
は
表
面
上
穏
や
か
に
み
え
る
状
況
で
、
何
か
が

狂
っ
て
し
ま
う
・
損
な
わ
れ
て
し
ま
う
物
事
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
滅
び

に
向
か
う
も
の
た
ち
と
、
滅
び
に
向
か
う
も
の
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
主
人
公

の
物
語
を
複
数
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
時
代
と
呼
応
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

八
0
年
代
後
半
で
は
「
ノ
ル
ム
ワ
ェ
イ
の
森
」
、
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
(
一

九
八
八
)
な
ど
滅
び
に
向
か
う
も
の
た
ち
が
あ
り
、
そ
の
中
で
生
き
残
っ
て
い
く

主
人
公
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

そ
の
後
村
上
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
・
地
下
鉄
サ

日
ン
事
件
(
一
九
九
五
)

に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
、

日
本
人
作
家
と
し
て
の
責
任

を
表
明
す
る
よ
う
に
な
る
。

い
わ
ゆ
る
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
か
ら
「
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
」

へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
意
識
変
革
に
よ
り
、
滅
び
に
向
か
う
も
の
た

ち
を
救
お
う
と
意
識
を
変
え
た
り
、
行
動
す
る
主
人
公
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る

(
助
け
ら
れ
る
か
は
未
定
)
。

お
わ
り
に

ー
「
滅
び

か
ら
「
救
い
」

L

V

か
ら
S
・
V
2
へ
と
改
稿
し
た
と
き
、
村
上
は
救
い
の
な
い
結
末
を
希

望
の
あ
る
物
語
へ
と
変
え
て
い
る
。
最
も
改
稿
が
な
さ
れ
た
部
分
は
結
末
部
で
あ

54ー

る
。
次
に
示
す
よ
う
に

L
-
V
の
結
末
部
で
は

い
と
こ
の
耳
の
中
の
蝿
に
関

す
る
幻
想
は
解
か
れ
ず
に
あ
っ
さ
り
と
終
わ
る
。

「
お
番
」
と
い
と
こ
が
言
っ
た
。
「
お
番
の
パ
ス
で
い
い
ん
で
し
ょ
?
」

坂
道
の
右
手
の
大
き
な
カ

l
プ
を
一
台
の
パ
ス
が
こ
ち
ら
に
向
っ
て
曲
つ

て
く
る
の
が
見
え
た
。
見
覚
え
の
あ
る
古
い
型
の
パ
ス
で
、

正
面
に
「
お
」

と
い
う
番
号
の
札
が
か
か
っ
て
い
た
。
僕
は
ベ
ン
チ
か
ら
立
ち
あ
が
っ
て
片

い
と
こ
は
手
の
ひ
ら
を
広
げ

手
を
上
げ
、

ハ
ス
の
運
転
手
に
合
図
を
し
た
。

て
も
う
一
度
小
銭
を
数
え
な
お
し
た
。

そ
し
て
僕
と
い
と
こ
は
二
人
で
肩
を

並
べ
る
よ
う
に
し
て
、

パ
ス
の
扉
が
開
く
の
を
待
っ
た
。

(
L
・
V
)



こ
の
結
末
を
村
上
は
次
の
よ
う
に
大
幅
に
加
筆
し
た
。

5

・
V
へ
の
改
稿
は
、

基
本
的
に
削
除
さ
れ
る
傾
向
が
多
い
の
だ
が
、
結
末
だ
け
は
加
筆
さ
れ
て
い
る
。

結
末
部
は
テ
ク
ス
ト
の
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
作
者
の
改
稿

へ
の
熱
意
の
現
れ
と
も
言
え
る
。

僕
は
そ
の
と
き
、
あ
の
夏
の
午
後
に
お
見
舞
い
に
持
っ
て
い
っ
た
チ
ヨ
コ

レ
ー
ト
の
箱
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
彼
女
が
嬉
し
そ
う
に
箱
の
ふ
た
を
開

け
た
と
き
、

そ
の
一
ダ
l
ス
の
小
さ
な
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
見
る
影
も
な
く
溶

け
て
、

し
き
り
の
紙
や
箱
の
ふ
た
に
べ
っ
と
り
と
く
っ
つ
い
て
し
ま
っ
て
い

た
。
僕
と
友
だ
ち
は
病
院
に
来
る
途
中
、
海
岸
に
バ
イ
ク
を
停
め
た
。
そ
し

て
二
人
で
砂
浜
に
寝
こ
ろ
ん
で
い
ろ
ん
な
話
を
し
た
。

そ
の
あ
い
だ
、
僕
ら

は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
箱
を
、
激
し
い
八
月
の
日
差
し
の
下
に
出
し
っ
ぱ
な
し

に
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
菓
子
は
、
僕
ら
の
不
注
意
と
倣
慢
さ
に
よ
っ
て

損
な
わ
れ
、

か
た
ち
を
崩
し
、
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
僕
ら
は
そ
の
こ
と
に
つ

い
て
何
か
を
感
じ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
誰
で
も
い
い
、
誰
か

が
少
し
で
も
意
味
の
あ
る
こ
と
を
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

で
も
そ
の
午
後
、
僕
ら
は
何
を
感
じ
る
こ
と
も
な
く

つ
ま
ら
な
い
冗
談
を

言
い
あ
っ
て
そ
の
ま
ま
別
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
そ
し
て
あ
の
丘
を
、

め
く
ら

滅びに向かうものたち

や
しいな

と ぎ
こ、の
カト I:l: 
僕、び
の、こ
右、る
腕、ま
を、ま
5虫、置

日:E
で、り
Jコ、町」

か、し
ん、て

だ、主
っ
た
の
だ

傍
点
は
原

(
引
用
者
注

文
に
あ
り

「
大
丈
夫
。
」
と
い
と
こ
が
尋
ね
た
。

僕
は
意
識
を
現
実
に
戻
し
、

ベ
ン
チ
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
。
今
度
は
う
ま

く
立
ち
上
が
る
こ
と
が
で
き
た
。
吹
き
過
ぎ
て
ゆ
く
五
月
の
懐
か
し
い
風
を
、

も
う
一
度
肌
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
僕
は
そ
れ
か
ら
ほ
ん
の
何
秒
か
の

あ
い
だ
、
薄
暗
い
奇
妙
な
場
所
に
立
っ
て
い
た
。
目
に
見
え
る
も
の
が
存
在

せ
ず
、

自
に
見
え
な
い
も
の
が
存
在
す
る
場
所
に
。

で
も
や
が
て
目
の
前
に

現
実
の
お
番
の
パ
ス
が
留
ま
り
、

そ
の
現
実
の
扉
が
開
く
こ
と
に
な
る
。

そ

し
て
僕
は
そ
こ
に
乗
り
込
み
、
ど
こ
か
別
の
場
所
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

僕
は
い
と
こ
の
肩
に
手
を
置
い
た
。
「
大
丈
夫
だ
よ
」
と
僕
は
言
っ
た
。

(
S

V 
2 

「
僕
ら
の
不
注
意
と
倣
慢
さ
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
、

か
た
ち
を
崩
し
、
失
わ
れ

て
い
っ
た
」

で
は
な
く
、
間
へ
む
か
つ
て
崩
壊
し

の
は
菓
子
(
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
)

て
ゆ
く
精
神
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
崩
壊
に
対
し
て
、
「
僕
ら
は
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
何
か
を
感
じ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
誰
で
も
い
い
、
誰
か
が

-55ー

少
し
で
も
意
味
の
あ
る
こ
と
を
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
」
、
「
め
く

ら
や
な
ぎ
の
は
び
こ
る
ま
ま
置
き
ざ
り
に
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
」
と
い
っ
た
よ
う

に
激
し
く
後
悔
を
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
こ
で
は
「
僕
」

の
分
身
で
あ
る
い
と

こ
と
向
き
合
い
、
彼
に
「
大
丈
夫
だ
よ
」
と
告
げ

「
現
実
の
扉
が
聞
く
こ
と
に

な
る
。

ど
こ
か
別
の
場
所
に
向
か
う
こ
と
に
な

そ
し
て
僕
は
そ
こ
に
乗
り
込
み
、

る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
現
実
で
生
き
続
け
る
意
志
を
感
じ
さ
せ
る
終
わ
り
方
に

な
っ
て
い
る
。
回
目
頭
で
の
風
に
対
す
る
「
痛
み
」
の
感
覚
は
、
S
-
V
2
で
は
「
吹

き
過
ぎ
て
ゆ
く
五
月
の
懐
か
し
い
風
」
と
好
ま
し
い
も
の
へ
と
変
化
を
遂
げ
て
も

い
る
。そ

れ
は
聴
衆
で
あ
る
被
災
者
の
方
々
々
今
現
実
で
生
き
残
る
こ
と
は
何
よ
り

も
大
事
な
の
だ
と
い
う
村
上
な
り
の
励
ま
し
で
あ
っ
た
ろ
う
。

八
0
年
代
の
テ
ク

ス
ト
の
多
く
に
滅
び
に
向
か
う
も
の
た
ち
が
描
か
れ
て
い
た
の
だ
が
、
「
め
く
ら



滅びに向かうものたち

ゃ
な
ぎ
と
眠
る
女
」
が
題
名
を
変
え
る
ほ
ど
の
改
稿
が
な
さ
れ
た
理
由
は
、
聞
に

向
か
っ
て
い
く
病
を
現
実
に
生
き
て
い
る
い
と
こ
に
あ
て
は
め
た
こ
と
に
対
す
る

抵
抗
の
姿
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
滅
び
に
向
か
う
も
の
た
ち
を

簡
単
に
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
未
来
で
こ
れ
か
ら
生

き
続
け
る
人
に
滅
び
を
あ
て
は
め
る
こ
と
に
、
作
家
は
違
和
感
を
感
じ
た
と
考
え

る。
L
-
V
の

め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
は
、
滅
び
に
向
か
う
も
の
た
ち
と
そ

れ
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
主
人
公
が
テ

1
7
で
あ
っ
た
ロ
周
り
が
理
念
が
な
い

ま
ま
経
済
発
展
し
て
い
き
、
価
値
観
が
が
ら
り
と
変
わ
っ
て
い
く
中
で
そ
の
流
れ

に
つ
い
て
い
け
ず
、
内
面
か
ら
崩
壊
し
て
い
く
人
々
を
描
く
こ
と
が
そ
の
当
時
の

村
上
の
関
心
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
問
題
は
、
現
在
に
お
い
て
も

解
決
し
て
い
な
い
。

一
九
八

0
年
代
の
滅
び
を
何
と
か
別
の
形
で
捉
え
直
し
た
い

と
考
え
て
い
る
の
が
、
現
在
の
村
上
の
問
題
意
識
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
味
で
、

一
九
八

0
年
代
の
問
題
は
現
在
も
続
い
て
い
る
。

注

(
1
)
村
上
春
樹
氏
「
1
Q
8
4
」
を
語
る

二
O
O九
九
・
一
八
)

(
2
)
L
・
V
単
独
の
作
品
論
は
な
く
、
『
村
上
春
樹
作
品
研
究
事
典
(
増
補
版
)
』
(
一
一

0
0七
一

O

鼎
書
一
一
房
)
に
川
村
英
代
氏
が
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
、
「
め

く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女
」
を
執
筆
し
て
い
る
。
短
編
集
『
鐙
・
納
屋
を
焼
く
-

そ
の
他
の
短
編
』
で
は
、
永
原
孝
道
「
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
』
ニ

0
0
0
・
三
臨
時
増
刊
)
が
あ
る
。

5
・
v

と
の
比
較
で
は
、
田
中
励
儀
「
『
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
』
上
関
失
感
の
治
癒
に

む
け
て
」
(
『
国
文
学
』
臨
時
増
刊
一
九
九
八
・
ニ
)
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
ロ

ま
た
、
風
丸
良
彦
氏
の
『
村
上
春
樹
短
篇
再
読
』
(
ニ

O
O七
・
四
み
す
ず
書
一
一
房
)

単
独
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
(
『
毎
日
新
聞
』

が
あ
る
。
改
稿
版
の
分
析
と
し
て
優
れ
た
も
の
と
し
て
、
加
藤
典
洋
「
マ
ニ
ア
エ

ス
ト
と
小
さ
な
他
者
」
(
『
村
上
春
樹
の
短
編
を
英
語
で
読
む
1
9
7
9
1
2
0
1

1
』
二

O
一
一
・
八
講
談
社
)
が
あ
る
。

(
3
)
田
中
氏
は
改
稿
さ
れ
た
5

・
V
2
を
、
主
人
公
「
僕
」
の
生
き
直
し
と
捉
え
、

「
震
災
後
の
神
戸
と
芦
屋
で
『
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女
』
を
朗
読
し
た
春
樹

は
、
目
に
見
え
る
建
物
の
崩
壊
と
は
別
次
元
の
、
大
切
な
、
目
に
は
見
え
な
い
『
心
』

の
喪
失
感
を
治
癒
す
べ
く
、
静
か
な
語
り
口
で
、
作
家
本
来
の
仕
事
を
成
し
遂
げ

よ
う
と
試
み
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
論
じ
て
い
る
。

(
4
)
「
感
応
/
官
能
の
オ
ブ
ジ
ェ
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
の
『
耳
の
女
』
」
(
『
村

上
春
樹
ス
タ
デ
ィ
l
ズ
仰
』
一
九
九
九
・
六
若
草
書
一
居
)

(
5
)
「
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
物
語
」
(
『
国
文
学
』
臨
時
増
刊
一
九
九
八
・
二
)

(
6
)
中
村
三
春
氏
は
「
最
終
章
の
耳
垢
の
挿
話
は
病
か
ら
の
治
癒
で
あ
り
、
そ
の

象
徴
的
な
意
味
は
ま
さ
し
く
イ
ニ
シ
エ

l
シ
ョ
ン
だ
ろ
う
」
(
「
『
風
の
歌
を
聴
け
』

『
1
9
7
3
年
の
ピ
ン
ポ
ー
ル
』
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ

ン
ス
』
四
部
作
の
世
界
円
環
の
損
傷
と
回
復
」
『
国
文
学
』
一
九
九
五
・
三
)
と

述
ベ
、
こ
れ
を
受
け
て
野
松
循
子
氏
は
「
『
僕
』
の
外
か
ら
内
へ
と
向
か
う
〈
耳
〉

の
恢
復
の
歩
み
を
示
唆
し
て
い
る
」
、
「
『
双
子
』
が
そ
こ
に
消
え
た
の
も
、
〈
耳
〉

の
一
扉
を
聞
い
た
『
僕
』
に
と
っ
て
、
此
方
か
ら
他
方
へ
と
互
換
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
の
『
亙
女
的
な
』
『
治
癒
の
補
助
者
』
と
し
て
『
僕
』
を
支
え
て
き
た
彼

女
ら
が
、
も
は
や
不
必
要
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
(
「
村
上
春

樹
音
楽
が
語
る
『
1
9
7
3
年
の
ピ
ン
ポ

i
ル
』
の
世
界
」
『
萩
女
子
短
大
研
究

紀
要
』
一
九
九
八
)

(
7
)
引
用
は
『
チ
ョ

l
キ
ン
グ
・
ド
l
ベ
ル
マ
ン
』
(
一
九
九

0
・
三
新
宿
書
房
)

よ
り
。
『
体
内
の
蛇
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
と
大
衆
芸
術
』
(
一
九
九
二
・
二
リ
ブ
ロ

ポ
l
ト
)
な
ど
で
も
同
様
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
B
)
改
稿
に
つ
い
て
、
村
上
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
〈
め
く
ら
や
な
ぎ
の
た

め
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
〉
(
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
所
収
)

こ
の
作
品
は
一
ー
九
八
三
年
十
二
月
号
の
「
文
皐
界
」
に
掲
載
し
た
「
め
く
ら

や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
に
ほ
ぼ
十
年
ぶ
り
に
手
を
入
れ
た
も
の
で
す
。
オ
リ
ジ
ナ

ル
は
四
百
字
詰
め
に
し
て
約
八
十
枚
ば
か
り
あ
り
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
長
す
ぎ

る
の
で
、
も
う
少
し
短
く
縮
め
た
い
と
以
前
か
ら
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、
九

五
年
の
夏
に
た
ま
た
ま
神
戸
と
芦
屋
で
朗
読
会
を
催
す
機
会
が
あ
り
、
そ
の
と

F
h
U
 

Rυ 



き
に
ど
う
し
て
も
こ
の
作
品
を
読
み
た
い
と
思
っ
た
の
で
(
こ
の
作
品
は
そ
の

地
域
を
念
頭
に
置
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
す
)
、
大
き
く
改
訂
し
て
み

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
と
区
別
す

る
た
め
に
、
便
宜
的
に
「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
、
眠
る
女
」
と
い
う
題
に
変
え
ま

し
た
。
原
稿
量
は
約
四
割
減
ら
せ
て
、
四
十
五
枚
ほ
ど
に
ダ
イ
エ
ッ
ト
し
た
わ

け
で
す
が
、
そ
れ
に
そ
っ
て
内
容
も
部
分
的
に
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
と
は
少
し
違
っ
た
流
れ
と
意
味
あ
い
を
持
つ
作
品
に
な
っ
た
の
で
、
違
う

版
と
し
て
、
あ
る
い
は
違
っ
た
か
た
ち
の
作
品
と
し
て
、
こ
の
短
編
集
に
収
録

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
と
り
あ
え
ず
新
旧
と
も
に
併
存
す
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
作
品
は
同
じ
短
編
集
に
収
め
ら
れ
た
「
蛍
」
と
い
う
短
編
と
対
に
な
っ

た
も
の
で
、
あ
と
に
な
っ
て
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
と
い
う
長
編
小
説
に
ま
と

ま
っ
て
い
く
系
統
の
も
の
で
す
が
、
「
貸
」
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
こ
の
「
め

く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
と
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
あ
い
だ
に
は
ス
ト
ー
リ

ー
上
の
直
接
的
な
関
連
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。

(
9
)
注
2
の
風
丸
良
彦
氏
に
同
じ
。

(
叩
)
注

2
の
永
原
孝
道
氏
に
同
じ
。

(
日
)
「
村
上
春
樹
大
イ
ン
タ
ビ
ュ
」
(
『
文
義
春
秋
』

ヮ，
Hhυ 

一
九
八
九
・
四
)

*
本
稿
は
、
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
平
成
二
十
二
年
度
研
究
集
会
(
平
成
二
十
二
年
十

一
月
二
十
日
於
広
島
大
学
)
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上

ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

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

に
よ
る
。
改
稿
版
は
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
(
一
九
九
六
・
一
一
文
筆
春
秋
)
、
『
カ

ン
ガ
ル
日
和
』
所
収
作
は
平
凡
社
刊
行
の
単
行
本
(
一
九
八
三
・
九
)
を
使
用
し
た
。

滅ぴに向かうものたち

(
や
ま
ね
・
ゆ
み
え
、
広
島
大
学
非
常
勤
講
師
)




