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は
じ
め
に

大
森
一
樹
監
督
「
風
の
歌
を
聴
け
」（
一
九
八
一
）
は
、
同
郷
の
村
上
春
樹
「
風

の
歌
を
聴
け
」
を
原
作
に
し
た
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
映
画
で
あ
る
。
大
学
在
学
中

に
撮
っ
た
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
た
ち
」
（
一
九
八
〇
）
で
高
い
評
価
を
受
け
た
翌
年

に
同
じ
Ａ
Ｔ
Ｇ
提
携
で
撮
ら
れ
た
青
春
映
画
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
評
価
は
低

（

１

）

か
っ
た
。
川
本
三
郎
氏
は
「
村
上
春
樹
が
消
し
て
い
っ
た
「
真
実
」
や
「
私
」
の

（

２

）

ほ
う
を
浮
き
あ
が
ら
せ
、
し
か
も
そ
の
際
、
原
作
の
カ
タ
ロ
グ
的
商
品
名
の
羅
列

だ
け
は
残
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
妙
に
風
俗
的
な
新
し
さ
だ
け
が
空
転
す
る
、

い
っ
て
し
ま
え
ば
「
な
ん
と
な
く
、
ク
リ
ス
タ
ル
」
の
神
戸
版
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
空
転
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
川
本
氏
は
次
の

（

３

）

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（

４

）

大
森
一
樹
は
「
暗
く
な
る
ま
で
待
て
な
い
！
」
か
ら
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
た

ち
」
に
い
た
る
ま
で
つ
ね
に
〝
ぼ
く
ら
の
時
代
〟
を
語
り
つ
づ
け
て
き
た
。

村
上
春
樹
が
自
分
だ
け
の
「
華
麗
な
る
虚
偽
」
に
閉
じ
こ
も
ろ
う
と
す
る

（
た
と
え
ば
原
作
の
女
の
言
葉
、
「
時
々
ね
、
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
な
い
で

生
き
て
い
け
た
ら
ど
ん
な
に
素
敵
だ
ろ
う
っ
て
思
う
わ
。
で
き
る
と
思

う
？
」
）
の
に
対
し
、
大
森
一
樹
は
い
つ
も
〝
ぼ
く
ら
の
時
代
〟
と
い
う
複

数
形
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
て
き
た
。
軽
妙
な
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
、
冗
談
好
き

と
い
う
軽
い
外
見
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
森
一
樹
は
基
本
的
に
は
「
華
麗
な

る
虚
偽
」
よ
り
「
貧
弱
な
真
実
」
に
こ
だ
わ
る
監
督
な
の
だ
。
そ
れ
が
素

直
に
出
た
の
が
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
た
ち
」
で
あ
り
、
あ
の
映
画
は
実
は
〝

人
間
が
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
〟
と
い
う
そ
れ
こ
そ
〝
ダ
サ
イ
〟

テ
ー
マ
を
執
拗
に
追
い
つ
づ
け
た
と
こ
ろ
に
逆
に
新
し
さ
が
あ
っ
た
の
だ

こ
の
小
説
が
１
９
７
０
年
の
８
月
と
い
う
〝
ぼ
く
ら
の
時
代
〟(

お
ま
け
に

〝
ぼ
く
ら
の
町
〟
を
舞
台
に
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
全
国

各
地
の
大
学
や
高
校
で
〝
異
議
申
立
て
〟
が
起
き
て
い
た
〝
あ
の
時
代
〟
。

大
森
一
樹
は
そ
れ
に
こ
だ
わ
り
た
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

そ
こ
に
原
作
と
の
微
妙
な
す
れ
違
い
が
起
き
た
。
「
華
麗
な
る
虚
偽
」
と

「
貧
弱
な
真
実
」
の
あ
い
だ
に
ズ
レ
が
出
た
。
「
貧
弱
な
真
実
」
は
医
学
生

た
ち
の
白
衣
に
包
ま
れ
て
い
る
と
き
は
光
っ
た
が
、
カ
タ
ロ
グ
商
品
的
な

ジ
ェ
イ
ズ
・
バ
ー
の
バ
ド
ワ
イ
ザ
ー
や
ラ
ジ
オ
局
の
マ
ー
ク
の
入
っ
た
Ｔ

シ
ャ
ツ
の
な
か
で
は
ま
っ
た
く
輝
き
を
失
っ
た
。

川
本
氏
の
見
解
に
稿
者
も
首
肯
す
る
が
、
全
て
が
失
敗
と
は
言
い
切
れ
ず
、
小

映
画
「
風
の
歌
を
聴
け
」
論

― 

「
鼠
」
／
小
指
の
女
／
新
宿
・
渋
谷 

―

山　

根　

由
美
恵
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指
の
な
い
女
の
子
（
以
下
、
小
指
の
女
と
記
す
）
は
原
作
よ
り
も
魅
力
的
な
女
性

に
な
っ
て
い
る
。
稿
者
は
原
作
を
、
１
１
章
と

章
で
披
露
さ
れ
る
文
章
観
、
２

40

「
鼠
」
、
３
三
番
目
に
寝
た
女
の
子
（
以
下
、
三
番
目
の
女
と
記
す
）
、
４
小
指
の

女
、
５
Ｄ
Ｊ
と
い
う
５
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
（
主
人
公

「
僕
」
が
２
～
５
と
関
わ
る
形
）
。
拙
書
で
は
、
「
鼠
」
を
「
僕
」
の
「
影
」
、
小

指
の
女
を
三
番
目
の
女
の
「
影
」
と
考
え
、
Ｄ
Ｊ
は
「
影
」
達
と
対
話
を
す
る
た

め
の
鍵
と
な
る
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ガ
ー
ル
ズ
」
を
導
入
し
、
「

日
間
の
物

19

語
」
を
開
き
、
閉
じ
る
た
め
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
る
と
捉
え
た
。

（

５

）

映
画
「
風
の
歌
を
聴
け
」
は
、
原
作
の
要
素
を
ほ
ぼ
使
用
し
、
完
全
に
削
除
さ

れ
た
の
は
、
１
・
２
・
６
・

・

・

章
、
省
略
は

章
・

章
、

章
で
あ

21

32

40

11

25

39

る
。
し
か
し
、
削
除
さ
れ
た
１
章
と

章
は
「
完
璧
な
文
章
な
ど
と
い
っ
た
も
の

40

は
存
在
し
な
い
」
（
１
章

三
頁
）
に
代
表
さ
れ
る
村
上
文
学
の
基
本
を
な
す
文

章
観
が
描
か
れ
て
い
る
（
村
上
は
「
僕
が
こ
の
小
説
に
つ
い
て
い
ち
ば
ん
よ
く
覚

え
て
い
る
の
は
、
自
分
の
言
い
た
い
こ
と
を
チ
ャ
プ
タ
ー
１
と
い
う
最
初
の
数
ペ

ー
ジ
の
中
に
殆
ん
ど
全
部
書
い
ち
ゃ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
」
と
語
っ
て
い

（

６

）

る
）
。
そ
の
た
め
、
本
作
は
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
の
述
べ
る
「
翻
訳
」
―
「
原
作

と
完
全
に
等
し
い
も
の
を
誠
実
に
求
め
、
少
な
く
と
も
原
作
を
発
想
源
と
し
た
り

脚
色
し
た
り
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
翻
訳
し
よ
う
と
試

み
る
」
―
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
向
性
と
は
言
え
な
い
。

（

７

）

ま
た
、
原
作
で
は
「
犬
の
漫
才
師
」
と
揶
揄
さ
れ
た
Ｄ
Ｊ
が
最
後
に
入
院
中
の

女
性
か
ら
の
手
紙
に
対
し
「
急
に
涙
が
出
て
き
た
。
泣
い
た
の
は
本
当
に
久
し
ぶ

り
だ
っ
た
。
で
も
ね
、
い
い
か
い
、
君
に
同
情
し
て
泣
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。

僕
の
言
い
た
い
の
は
こ
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
。
一
度
し
か
言
わ
な
い
か
ら
よ
く
聞

い
て
お
い
て
く
れ
よ
。
／
僕
は
・
君
た
ち
が
・
好
き
だ
」
、
「
こ
の
曲
が
終
わ
っ
た

ら
あ
と
１
時
間

分
、
ま
た
い
つ
も
み
た
い
な
犬
の
漫
才
師
に
戻
る
」
（

章

50

37

一
八
五
〜
一
八
六
頁
）
と
語
る
と
こ
ろ
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
一
つ
と
な
っ
て
い

る
。
前
半
の
軽
い
調
子
の
Ｄ
Ｊ
が
誠
実
さ
や
熱
さ
を
持
つ
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ

っ
た
ギ
ャ
ッ
プ
が
原
作
で
の
Ｄ
Ｊ
の
存
在
理
由
で
あ
ろ
う
。
対
し
て
映
画
で
は
、

Ｄ
Ｊ
に
関
す
る
ほ
ぼ
全
て
の
要
素
を
使
い
つ
つ
こ
の
場
面
を
削
除
す
る
の
で
、
Ｄ

Ｊ
の
印
象
は
原
作
ほ
ど
イ
メ
ー
ジ
の
転
換
が
行
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
原
作
の
入
院

し
て
い
る
女
性
は

歳
で
あ
っ
た
が
、
映
画
で
は

歳
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
。

17

21

女
性
は
「
僕
」
に
「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
・
ガ
ー
ル
ズ
」
の
レ
コ
ー
ド
を
貸
し
て
く

れ
た
同
級
生
と
な
っ
て
お
り
、
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
い
る
「
僕
」
が
そ
の
こ
と
に
気

づ
く
。
つ
ま
り
、
Ｄ
Ｊ
は
あ
く
ま
で
脇
役
で
あ
り
、
登
場
人
物
は
「
僕
」
と
の
因

果
に
重
心
が
置
か
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
映
画
で
は
１
・
５
に
重
き
を
置
か
ず
、

２
・
３
・
４
に
焦
点
化
し
た
。
こ
れ
ら
の
焦
点
化
は
大
森
の
独
自
性
を
示
し
て
い

る
が
、
そ
こ
に
は
「
空
転
」
と
成
功
が
あ
い
混
じ
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
村
上
と
大

森
の
志
向
の
差
と
も
な
っ
て
い
る
。

内
田
康
氏
は
本
作
の
特
徴
と
し
て
、
「
①
舞
台
設
定
を
神
戸
周
辺
に
特
定
／
②

作
品
の
時
代
設
定
の
繰
り
下
げ
／
③
「
デ
レ
ク
・
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
」
を
は
じ

め
と
し
た
〈
ア
メ
リ
カ
〉
的
要
素
の
大
幅
な
削
減
／
④｢

鼠｣

と
そ
の
恋
人
と
の

関
係
の
背
後
に
「
神
戸
ま
つ
り
事
件
」
を
置
く
／
⑤
「
鼠
」
は
小
説
で
は
な
く
映

画
制
作
に
勤
し
む
／
⑥
レ
コ
ー
ド
店
勤
務
の
双
子
の
女
の
子
が
途
中
で
入
れ
替
わ

る
／
⑦

結
末
近
く
等
に
『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
の
要
素
を
も
付
加
」

と
述
べ
て
い
る
。
稿
者
は
、
一
「
鼠
」
に
関
す
る
分
析
で
①
③
④
⑤
、
二
「
小
指

（

８

）

の
女
／
三
番
目
の
女
」
に
関
す
る
分
析
で
⑥
⑦
、
三
「
新
宿
／
渋
谷
」
に
関
す
る

分
析
で
②
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
「
華
麗
な
る
虚
偽
」
（
村
上
春
樹
が
描

い
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
文
体
と
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
の
世
界
）
と
「
貧
弱
な
真
実
」
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（
リ
ア
リ
ズ
ム
）
の
バ
ラ
ン
ス
に
着
目
し
た
い
。
本
作
は
二
者
が
融
合
し
て
化
学

変
化
を
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
不
協
和
音
を
生
み
出
し
、
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
虚
構
と
リ
ア
リ
ズ
ム
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
一
つ
の
モ
デ
ル

ケ
ー
ス
と
捉
え
、
そ
の
内
実
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一

大
森
の
分
身
と
し
て
の
「
鼠
」

原
作
と
最
も
変
更
が
あ
る
の
は
「
鼠
」
で
あ
り
、
Ａ
：
小
説
を
書
く
人
物
か
ら

映
画
を
撮
る
人
物
へ
の
変
更
、
Ｂ
：
神
戸
ま
つ
り
と
の
関
係
に
お
け
る
父
殺
し
を

し
た
人
物
、
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

Ａ
１

映
画
人
と
し
て
の
「
鼠
」

「
鼠
」
は
映
画
人
で
あ
り
、
序
盤
、
「
僕
」
と
「
鼠
」
が
出
会
い
、
友
人
（
チ

ー
ム
）
に
な
っ
た
直
後
に
、
「
鼠
」
は
「
作
る
た
び
に
自
分
自
身
が
啓
発
さ
れ
て

い
く
よ
う
な
も
の
で
な
い
と
意
味
が
な
い
」
（
一
四
二
頁
）
と
い
う
自
分
な
り
の

指
針
を
「
僕
」
に
語
る
。
対
し
て
、
原
作
の
「
鼠
」
は
小
説
を
読
ま
な
い
人
物
で
、

試
み
に
小
説
の
あ
ら
す
じ
を
「
僕
」
に
語
り
（
５
章
）
、

章
で
「
小
説
を
書
こ

31

う
と
思
う
ん
だ
」（
一
四
五
頁
）
と
「
僕
」
に
告
げ
る
。
映
画
で
も
使
わ
れ
た
「
書

く
た
び
に
自
分
自
身
が
啓
発
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
じ
ゃ
な
く
ち
ゃ
意
味
が
な

い
」（
一
四
五
頁
）
と
い
う
台
詞
は
、

章
と
い
う
終
盤
で
登
場
す
る
。

章
は
、

31

31

古
墳
で
の
思
い
出
と
と
も
に
、
「
鼠
」
は
自
分
が
書
き
た
い
小
説
を
語
る
。
「
俺
は

黙
っ
て
古
墳
を
眺
め
、
水
面
を
渡
る
風
に
耳
を
澄
ま
せ
た
。
そ
の
時
に
俺
が
感
じ

た
気
持
ち
は
ね
、
と
て
も
言
葉
じ
ゃ
言
え
な
い
。
い
や
、
気
持
ち
な
ん
て
も
の
じ

ゃ
な
い
ね
。
ま
る
で
す
っ
ぽ
り
と
包
み
こ
ま
れ
ち
ま
う
よ
う
な
感
覚
さ
。
つ
ま
り

ね
、
蟬
や
蛙
や
蜘
蛛
や
風
、
み
ん
な
が
一
体
に
な
っ
て
宇
宙
を
流
れ
て
い
く
ん
だ
」
、

「
文
章
を
書
く
た
び
に
ね
、
俺
は
そ
の
夏
の
午
後
と
木
の
生
い
繁
っ
た
古
墳
を
思

い
出
す
ん
だ
。
そ
し
て
こ
う
思
う
。
蟬
や
蛙
や
蜘
蛛
や
、
そ
し
て
夏
草
や
風
の
た

め
に
何
か
が
書
け
た
ら
ど
ん
な
に
素
敵
だ
ろ
う
っ
て
ね
」
（
一
四
七
頁
）
。
こ
こ
で

語
ら
れ
る
「
鼠
」
の
小
説
観
は
多
く
の
先
行
研
究
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、

「
鼠
」
パ
ー
ト
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
り
、
原
作
は
「
鼠
」
の
意
識
変
化
（
小

説
家
に
な
る
軌
跡
）
の
物
語
と
言
え
る
。

映
画
で
は
、
最
初
か
ら
映
画
人
で
あ
り
、
撮
る
映
画
の
方
向
性
も
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
は
「
僕
」
が
レ
コ
ー
ド
を
「
鼠
」
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
場
面
に
も
明
確

に
現
れ
て
い
る
。「
僕
」
は
「
今
、
作
っ
て
い
る
映
画
に
使
え
な
い
か
と
思
っ
て
」

（
一
四
九
頁
）
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
ビ
ー
チ
ボ
ー
イ
ズ
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
、
グ

レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
、
は
し
だ
の
り
ひ
こ
と
シ
ュ
ー
ベ
ル
ツ
（
注

シ
ナ
リ
オ
で
は

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
）
の
レ
コ
ー
ド
を
「
鼠
」
に
渡
す
。
こ
の
う
ち
、
は
し
だ
の
り

ひ
こ
と
シ
ュ
ー
ベ
ル
ツ
は
映
画
で
加
え
ら
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
。
「
鼠
」
は

「
は
っ
き
り
い
っ
て
嬉
し
い
け
ど
、
あ
ん
た
は
、
僕
の
作
っ
て
い
る
映
画
を
誤
解

し
て
い
る
と
思
う
。
い
や
映
画
と
い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
誤
解
し
て
い
る
と
思
う
」

（
一
四
九
頁
）
と
返
す
。
こ
の
「
鼠
」
の
返
答
は
大
森
の
独
創
で
あ
り
、
音
楽
に

関
し
て
の
意
識
の
差
が
垣
間
見
え
る
。
周
知
の
通
り
、
村
上
テ
ク
ス
ト
は
多
く
の

曲
名
や
歌
手
・
グ
ル
ー
プ
名
が
ち
り
ば
め
ら
れ
、
本
歌
取
り
（
引
き
歌
）
の
よ
う

に
音
楽
の
世
界
観
を
テ
ク
ス
ト
に
導
入
さ
せ
て
い
る
。
対
し
て
、
映
画
に
お
け
る

音
楽
は
方
向
性
を
決
定
づ
け
る
強
い
影
響
を
も
た
ら
す
た
め
、
意
図
を
持
っ
て
挿

入
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
村
上
テ
ク
ス
ト
の
よ
う
な
羅
列
的
な
音
楽
情
報
の
挿
入

は
映
画
表
象
を
散
漫
に
さ
せ
る
た
め
、
レ
コ
ー
ド
に
つ
い
て
「
鼠
」
は
「
映
画
と

い
う
も
の
を
誤
解
し
て
い
る
」
と
（
軽
口
で
あ
り
な
が
ら
も
表
情
は
真
剣
に
）
話

す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
僕
の
作
っ
て
い
る
映
画
を
誤
解
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
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通
り
、
「
鼠
」
の
作
っ
て
い
る
映
画
は
Ａ
Ｔ
Ｇ
映
画
や
当
時
盛
ん
だ
っ
た
学
生
自

主
制
作
映
画
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

Ａ
２

「
鼠
」
の
映
画
「
ホ
ー
ル
」

映
画
の
終
盤
、
「
鼠
」
の
撮
っ
た
映
画
「
ホ
ー
ル
」
が
作
中
作
と
し
て
挿
入
さ

れ
る
。
大
森
が
１
・

章
を
削
除
し
、
「
鼠
」
を
映
画
監
督
に
変
更
し
て
ま
で
描

40

き
た
か
っ
た
も
の
が
こ
の
「
ホ
ー
ル
」
と
い
う
映
画
と
言
え
る
（
③
⑤
の
検
討
）
。

「
ホ
ー
ル
」
の
原
案
は
、
８
ミ
リ
映
画
「
土
掘
り
」
（
杉
山
王
郎
作
）
で
あ
り
、

大
森
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「

月
の
末
に
審
査
を
や
っ
た
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ヤ

11

ン
グ
フ
ィ
ル
ム
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
で
見
た
一
本
の
８
ミ
リ
映
画
だ
っ
た
。
そ
れ

は
杉
山
王
郎
君
と
い
う
大
学
生
の
作
っ
た
『
土
掘
り
』
と
い
う
映
画
で
、
主
人
公

（
杉
山
君
演
ず
る
）
が
、
現
実
の
と
げ
と
闘
う
う
ち
に
、
土
を
掘
る
と
い
う
行
為

に
出
会
い
、
土
を
掘
っ
て
掘
っ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
現
実
の
中
で
の
自
分
を
存

在
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
の
だ
が
、
結
局
は
、
自
分
は
自
分
の
す
ぐ
足
下
の
土
を

掘
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
と
気
付
く
（
中
略
）
と
い
う
映
画
だ
っ
た
。
／

「
こ

れ
は
、
鼠
の
作
る
映
画
だ
！
僕
の
鼠
は
こ
う
い
う
映
画
を
作
る
人
な
の
だ
！
」
と

胸
が
に
わ
か
に
と
き
め
い
た
。
村
上
春
樹
の
世
界
の
「
僕
」
と
大
森
一
樹
の
世
界

の
「
鼠
」
を
ぶ
つ
け
た
り
、
対
話
さ
せ
て
い
け
ば
い
い
ん
だ
と
思
っ
た
ら
、
な
ん

と
か
シ
ナ
リ
オ
に
な
り
そ
う
な
気
が
し
た
」
。
大
森
は
、
「
僕
」
に
村
上
の
世
界
、

（
９
）

「
鼠
」
に
自
ら
の
カ
ラ
ー
を
出
し
、
二
者
を
対
話
さ
せ
た
映
画
を
作
ろ
う
と
し
て

い
た
。
そ
れ
は
「
華
麗
な
る
虚
偽
」
と
「
貧
弱
な
真
実
」
の
「
対
話
」
に
よ
る
化

学
変
化
を
狙
っ
て
い
た
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
稿
者
は
未
見
だ
が
、「
ホ
ー
ル
」

（1
0

）

は
「
土
掘
り
」
に
原
作
の
ハ
ー
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
「
火
星
の
井
戸
」
の
要
素
を
加
え
、

結
末
部
を
正
反
対
の
も
の
に
変
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
、
村
上
テ
ク
ス
ト
の
井
戸
は
フ
ロ
イ
ト
の
イ
ド
の
隠
喩
で
あ
り
、

そ
こ
に
潜
る
主
人
公
は
自
己
と
の
内
的
会
話
を
行
っ
て
い
る
（
「
し
ゃ
べ
っ
て
い

る
の
は
君
さ
。
私
は
君
の
心
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
い
る
だ
け
だ
よ
」

章

一
五

32

七
頁
）
。
こ
う
し
た
地
下
に
潜
る
こ
と
と
自
己
探
索
の
関
係
は
原
案
「
土
掘
り
」

に
も
見
ら
れ
る
（
「
土
を
掘
っ
て
掘
っ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
現
実
の
中
で
の
自

分
を
存
在
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
」
）
。
「
ホ
ー
ル
」
も
同
様
で
、
そ
れ
は
「
天
の

啓
示
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
主
人
公
（
鼠
）
は
、
あ
る
日
突
然
「
天
の
啓
示
」

を
受
け
た
。
こ
の
「
天
の
啓
示
」
は
三
番
目
の
女
が
「
僕
」
に
語
っ
た
「
私
が
大

学
に
入
っ
た
の
は
天
の
啓
示
を
受
け
る
た
め
よ
」
（
一
五
八
頁
）
と
呼
応
さ
せ
、

啓
示
が
訪
れ
ず
自
殺
す
る
三
番
目
の
女
の
対
と
し
て
「
鼠
」
は
設
定
さ
れ
て
い
る
。

啓
示
の
内
容
は
「
日
常
性
の
土
を
掘
り
続
け
よ
」
（
一
八
〇
頁
）
と
い
う
も
の
で

あ
り
、
穴
を
掘
る
こ
と
に
取
り
付
か
れ
た
男
は
穴
を
掘
り
続
け
る
が
、
結
果
は
出

な
い
。
男
は
絶
望
し
か
け
る
が
、
「
掘
る
べ
き
土
は
自
分
の
立
っ
て
い
る
す
ぐ
下

の
土
だ
っ
た
の
だ
」
（
一
八
〇
頁
）
と
悟
り
、
土
を
ひ
た
す
ら
掘
り
な
が
ら
消
え

て
ゆ
く
。
「
土
掘
り
」
の
結
末
が
「
結
局
は
、
自
分
は
自
分
の
す
ぐ
足
下
の
土
を

掘
っ
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
と
気
付
く
」
と
い
う
存
在
証
明
の
失
敗
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、「
ホ
ー
ル
」
で
は
「
鼠
」
は
消
え
る
が
穴
は
残
る
結
末
で
あ
る
の
で
、「
行

為
」
の
証
明
は
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
自
ら
の
足
下
を
掘
り
続
け
る
行
為
は
、

村
上
テ
ク
ス
ト
に
頻
出
す
る
井
戸
や
そ
こ
に
潜
る
行
為
（
「
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ

ク
ル
」
）
と
共
通
の
隠
喩
と
言
え
る
。
し
か
し
、
表
現
方
法
が
異
な
っ
て
い
る
た

め
、
印
象
は
大
き
く
異
な
る
。

「
ホ
ー
ル
」
は
男
が
真
剣
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
よ
り
滑
稽
な
行
為
と
し
て
映
る

よ
う
な
大
げ
さ
な
動
作
と
効
果
音
の
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る
。
男
の
行
為
の
空
し

さ
が
全
面
に
現
れ
る
が
、
そ
れ
を
徹
底
さ
せ
る
こ
と
で
哀
れ
さ
（
哀
し
さ
）
が
伝
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わ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
長
谷
正
人
氏
は
当
時
の
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
一
九
八
〇
年
前
後
、
日
本
映
画
は
、
五
〇
年
代
に
は
栄
華
を
誇

（1
1

）

っ
て
い
た
東
宝
や
松
竹
と
い
っ
た
撮
影
所
を
中
心
と
し
た
大
規
模
な
映
画
製
作
シ

ス
テ
ム
が
う
ま
く
作
動
し
な
く
な
っ
て
、
代
わ
っ
て
８
ミ
リ
や

ミ
リ
を
使
っ
て

16

低
予
算
で
自
分
た
ち
独
自
の
個
性
を
も
っ
た
作
品
を
作
る
自
主
映
画
の
ブ
ー
ム
が

起
き
て
い
た
。
私
を
含
め
て
、
当
時
の
大
学
周
辺
は
８
ミ
リ
カ
メ
ラ
を
回
し
て
劇

映
画
を
作
る
こ
と
に
熱
中
す
る
人
び
と
で
溢
れ
返
っ
て
い
た
（
毎
日
キ
ャ
ン
パ
ス

の
ど
こ
か
で
撮
影
現
場
に
出
く
わ
し
た
）
。
ち
ょ
う
ど
一
世
代
前
の
若
者
た
ち
が
、

ギ
タ
ー
を
使
っ
て
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
や
ロ
ッ
ク
音
楽
を
演
奏
し
て
自
分
た
ち
を
表

現
し
て
み
る
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
代
の
若
者
た
ち
は
、
そ
れ

ま
で
企
業
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
商
品
だ
っ
た
映
画
（
東
宝
の
文
芸
作
品
、
松
竹

の
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
、
東
映
の
時
代
劇
と
や
く
ざ
映
画
、
日
活
の
ア
ク
シ
ョ
ン
と
ロ

マ
ン
ポ
ル
ノ
）
の
定
型
化
さ
れ
た
作
品
に
飽
き
飽
き
し
て
、
下
手
く
そ
で
も
自
分

た
ち
の
手
作
り
感
覚
を
も
っ
た
身
近
な
イ
メ
ー
ジ
世
界
と
し
て
映
画
を
作
っ
て
み

た
い
と
考
え
た
の
だ
」
。
大
森
も
こ
の
一
人
で
あ
り
、
「
ホ
ー
ル
」
は
自
主
制
作
映

画
の
色
を
前
面
に
出
し
た
作
中
作
と
な
っ
て
い
る
。

大
森
は
読
売
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
「
「
風
の
―
―
」
に
描
か
れ
た
１
９
６

０
年
〜
７
０
年
代
は
、
僕
の
中
学
、
高
校
時
代
。
ア
メ
リ
カ
で
ロ
ッ
ク
の
野
外
フ

ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
「
ウ
ッ
ド
ス
ト
ッ
ク
」
が
開
か
れ
、
国
内
で
は
大
学
紛
争
が
盛
ん

で
し
た
。
そ
ん
な
時
代
の
空
気
の
せ
い
か
、
大
人
び
た
芦
屋
の
街
の
せ
い
か
、
早

く
子
供
じ
ゃ
な
く
な
ろ
う
―
―
と
僕
は
、
ず
っ
と
背
伸
び
を
し
て
い
た
気
が
し
ま

す
。
／

神
戸
の
映
画
館
に
も
通
い
、
娯
楽
映
画
だ
け
で
な
く
、
実
験
的
な
映
画

を
配
給
し
て
い
た
日
本
ア
ー
ト
・
シ
ア
タ
ー
・
ギ
ル
ド
（
Ａ
Ｔ
Ｇ
）
の
作
品
、
フ

ラ
ン
ス
の
ヌ
ー
ベ
ル
バ
ー
グ
な
ど
も
見
て
い
ま
し
た
。
小
説
も
難
解
な
海
外
の
作

品
に
手
を
出
し
た
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
青
春
期
に
Ａ
Ｔ
Ｇ
映
画
を
多
く
見
、
Ａ

（1
2

）

Ｔ
Ｇ
映
画
の
「
芸
術
映
画
」
「
作
家
映
画
」
要
素
に
憧
れ
、
自
ら
も
自
己
表
現
と

し
て
の
映
画
を
撮
り
続
け
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
努
力
は
他
者
か
ら
見
る
と
徒

労
で
ま
る
で
喜
劇
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
必
死
に
も
が
く
「
鼠
」
の
姿

は
、
「
背
伸
び
」
し
て
い
た
大
森
と
重
な
り
、
い
わ
ば
戯
画
化
し
た
分
身
と
し
て

の
表
象
を
持
っ
て
い
る
。

Ｂ
：
父
殺
し
―
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
と
神
戸
ま
つ
り
―

「
鼠
」
の
今
ひ
と
つ
の
特
徴
は
、
間
接
的
な
父
殺
し
を
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
（
①
⑤
の
検
討
）
。
「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
（
二
〇
〇
二
）
の
先
取
り
と
言
え

な
く
も
な
い
が
、
本
作
で
は
川
本
三
郎
氏
を
は
じ
め
と
し
、
「
空
転
」
と
捉
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
原
作
の
「
風
の
歌
を
聴
け
」
で
は
具
体
的
に
登
場
し
な
か

っ
た
「
鼠
」
の
女
は
、
本
作
で
は
父
の
愛
人
と
な
っ
て
い
る
（
映
画
独
自
の
設
定
）
。

二
人
は
一
緒
に
街
を
出
よ
う
と
考
え
る
が
、
最
終
的
に
彼
女
と
別
れ
る
。
「
鼠
」

と
女
の
関
わ
り
や
街
を
出
る
か
ど
う
か
悩
む
展
開
は
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー

ル
」
の
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。
映
画
独
自
の
設
定
と
し
て
、
「
鼠
」
は
彼
女
と

一
緒
に
神
戸
ま
つ
り
の
場
に
父
を
い
た
ず
ら
で
呼
び
出
し
た
が
、
父
が
暴
動
に
巻

き
込
ま
れ
死
亡
し
て
し
ま
う
と
い
う
展
開
が
あ
る
。
「
神
戸
ま
つ
り
」
の
暴
動
は

一
九
七
六
年
五
月
一
五
日
に
起
き
た
実
際
の
事
件
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
新
聞
記
者

一
名
が
死
亡
し
た
。
朝
日
新
聞
の
記
事
（
一
九
七
六
年
五
月
一
六
日

次
頁
）
と

似
た
構
成
の
新
聞
が
映
画
で
使
用
さ
れ
、
死
亡
者
を
「
鼠
」
の
父
に
変
え
て
い
る
。

「
鼠
」
は
憎
ん
で
い
た
父
を
笑
い
も
の
に
す
る
た
め
、
暴
徒
に
巻
き
込
ま
れ
る

よ
う
に
女
に
電
話
で
呼
び
出
さ
せ
た
が
、
父
は
群
衆
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
て
死
亡
し

て
し
ま
う
。
「
鼠
」
は
「
俺
と
彼
女
が
殺
し
た
よ
う
な
も
ん
だ
」
（
一
六
八
頁
）
と
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い
う
罪
意
識
を
抱
え
、「
俺
は
、
こ
の
街
を
逃
げ
出
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
だ
」

（
一
六
六
頁
）
と
決
断
し
、
女
と
別
れ
、
映
画
を
撮
り
な
が
ら
神
戸
に
残
る
。
し

か
し
、
こ
こ
で
描
か
れ
た
父
殺
し
は
、
「
僕
」
パ
ー
ト
で
描
か
れ
る
都
会
的
な
神

戸
の
表
象
や
他
者
と
の
距
離
を
適
宜
に
保
と
う
と
す
る
雰
囲
気
と
は
相
容
れ
な

い
。
更
に
、
父
殺
し
を
し
た
人
間
が
、
「
僕
」
と
一
緒
に
夏
を
楽
し
み
な
が
ら
自

主
創
作
映
画
を
撮
っ
て
い
る
と
い
う
生
活
は
、
罪
意
識
を
抱
え
な
が
ら
自
ら
の
人

生
を
真
剣
に
考
え
る
若
者
の
表
象
と
し
て
は
軽
す
ぎ
る
中
途
半
端
な
モ
チ
ー
フ
と

な
っ
て
い
る
。
内
田
康
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
父
殺
し
は
村
上
文
学
の
重
要
な
モ

（1
3

）

チ
ー
フ
で
あ
る
が
、
描
き
方
は
寓
話
的
設
定
や
隠
喩
・
提
喩
と
な
っ
て
お
り
、
二

人
の
表
現
方
法
の
方
向
性
の
差
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
神
戸
を
舞
台
に
し
て
い
る
の
に
、
登
場
人
物
が
標
準
語
で
語
る
と
い

う
設
定
と
も
関
わ
っ
て
い
る
。
神
戸
の
名
勝
地
が
映
し
出
さ
れ
、
神
戸
ま
つ
り
の

実
際
の
暴
動
の
映
像
も
流
さ
れ
舞
台
設
定
が
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
「
英
語
を
翻
訳
し
た
よ
う
な
日
本
語
」
が
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
現
場

で
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
大
森
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

（1
4

）

そ
れ
で
も
、
シ
ナ
リ
オ
は
原
作
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
出
来
る
だ
け
大
切
に

し
よ
う
と
努
め
た
つ
も
り
だ
。

原
作
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、
こ
の
場
合
、
セ

リ
フ
の
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
だ
。
セ
リ
フ
は
原
作

の
ま
ま
に
近
い
型
で
、
新
し
く
増
や
し
た
も
の
も
原
作
に
で
き
る
だ
け
近

い
感
じ
の
言
い
ま
わ
し
に
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
す
ん
な
り
と
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
舞
台
は
神
戸
。
僕

も
村
上
さ
ん
も
関
西
出
身
だ
と
い
う
の
に
、
関
西
弁
で
は
な
い
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
日
本
語
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
、
し
い
て
い
え
ば
、
英
語
を
翻

訳
し
た
よ
う
な
日
本
語
。
そ
れ
を
登
場
人
物
は
喋
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
。
喋
ら
さ
れ
る
方
に
し
て
み
れ
ば
、
た
ま
っ
た
も
ん
で
は
な
か
っ
た
と

思
う
。
小
林
君
か
ら
は
、
何
ヶ
所
か
に
渡
っ
て
様
々
な
意
見
や
注
文
が
出

さ
れ
、
僕
は
説
得
し
、
彼
は
相
当
抵
抗
し
た
。

ス
タ
ッ
フ
の
一
人
は
、
「
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
の
ど
こ
か
の
街
を

舞
台
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
俳
優
を
使
っ
て
、
セ
リ
フ
が
全
部
字
幕
に
な

る
よ
う
に
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
い
い
と
思
い
ま
す
」
と
真
剣
な
顔
で
言
っ

た
。

内
田
氏
は
本
作
に
お
け
る
時
間
軸
の
ズ
レ
に
着
目
し
、
本
作
が
原
作
通
り
の
一

九
七
〇
年
で
は
な
く
、
一
九
七
二
年
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
一
九
七
六

年
の
神
戸
ま
つ
り
の
出
来
事
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で

映
画
の
舞
台
で
あ
る
〈
神
戸
〉
は
仮
想
的
な
街
で
あ
り
、
バ
ス
「
ド
リ
ー
ム
号
」
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に
よ
っ
て
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
か
の
よ
う
に
訪
れ
、
去
っ
て
行
く
世
界
と
捉
え
、

現
実
の
「
神
戸
」
を
描
い
た
リ
ア
リ
ズ
ム
志
向
で
も
な
け
れ
ば
、「
貧
弱
な
真
実
」

を
表
現
し
た
も
の
で
も
な
い
、
と
積
極
的
な
評
価
を
行
っ
て
い
る
。
内
田
氏
の
論

（1
5

）

を
受
け
藤
城
孝
輔
氏
は
、
「
１
９
８
０
年
代
を
生
き
る
主
人
公
の
主
観
に
色
づ
け

（
１
６
）

ら
れ
た
過
去
」
の
回
想
の
物
語
と
捉
え
、
「
大
森
が
生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
の
街
を

追
憶
す
る
た
め
の
指
標
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
の
〈
神
戸
〉
表
象
が
な
さ

れ
、
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
」
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
。
二
者
の
考
察

は
、
大
森
の
意
図
を
最
大
限
読
み
切
っ
た
解
釈
と
し
て
首
肯
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
の
仮
想
の
街
と
い
う
設
定
は
何
度
も
見
直
し
た
人
が
気
づ
け
る
よ
う
な
微
か
な

表
象
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
図
が
初
見
の
観
客
に
は
伝
わ
り
に
く
い
も
の
と
な

っ
て
い
た
。

京
都
が
舞
台
の
「
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
た
ち
」
は
京
都
弁
を
話
し
て
お
り
、
そ
こ
で

は
等
身
大
の
若
者
の
姿
が
瑞
々
し
く
描
か
れ
て
い
た
。
「
風
の
歌
を
聴
け
」
の
場

合
、
原
作
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
大
切
に
す
る
方
針
が
違
和
感
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。

稿
者
は
漫
画
家
森
泉
岳
土
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
際
、
「
螢
」
で
は
「
地

（
１
７
）

名
を
入
れ
た
画
を
描
く
と
、
地
名
に
関
す
る
画
が
小
説
の
文
字
表
現
よ
り
も
鮮
明

に
印
象
付
け
ら
れ
、
作
品
の
カ
ラ
ー
を
規
定
し
て
し
ま
う
た
め
、
敢
え
て
地
名
は

省
略
し
て
い
る
」
と
い
う
創
作
姿
勢
を
伺
っ
た
。
映
像
で
流
れ
る
神
戸
表
象
、「
朝

日
新
聞
」
掲
載
記
事
、
「
神
戸
ま
つ
り
」
の
実
際
の
映
像
は
会
話
以
上
に
強
い
印

象
を
視
聴
者
に
与
え
、
仮
想
の
街
の
要
素
を
薄
め
て
ゆ
く
。
「
風
の
歌
を
聴
け
」

の
製
作
ノ
ー
ト
を
見
る
と
、
ロ
ケ
地
に
対
し
て
一
つ
一
つ
拘
り
ぬ
い
て
選
定
さ
れ

（
１
８
）

て
い
る
。
し
か
し
、
神
戸
を
舞
台
に
し
た
舞
台
を
撮
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
大
森

の
意
欲
が
、
使
用
さ
れ
る
言
語
と
の
ズ
レ
に
よ
っ
て
「
空
転
」
化
し
て
し
ま
っ
て

い
る
。
小
林
薫
の
抵
抗
や
ス
タ
ッ
フ
の
「
こ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
西
海
岸
の
ど
こ
か

の
街
を
舞
台
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
俳
優
を
使
っ
て
、
セ
リ
フ
が
全
部
字
幕
に
な

る
よ
う
に
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
い
い
と
思
い
ま
す
」
と
い
う
発
言
は
、
大
森
の
仮

想
の
街
（
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
の
記
号
）
と
し
て
の
〈
神
戸
〉
と
い
う
意
図
が
役
者
や

ス
タ
ッ
フ
に
通
じ
て
い
な
か
っ
た
証
左
と
言
え
よ
う
。
本
作
に
関
し
て
は
、
父
の

死
に
対
す
る
罪
悪
感
と
「
鼠
」
の
生
活
と
の
違
和
感
と
と
も
に
使
わ
れ
る
言
語
と

舞
台
の
描
き
方
に
お
い
て
も
中
途
半
端
に
な
っ
た
た
め
、
融
合
よ
り
も
不
安
定
さ

の
方
が
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

二

小
指
の
女
／
三
番
目
の
女

「
鼠
」
の
父
殺
し
に
関
す
る
表
象
は
「
空
転
」
し
て
し
ま
っ
た
が
、
小
指
の
女

は
魅
力
的
な
人
物
と
な
っ
て
い
る
（
⑥
⑦
の
検
討
）
。
も
ち
ろ
ん
、
小
指
の
女
の

魅
力
は
真
行
寺
君
枝
の
存
在
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
だ
が
、
村
上
テ
ク
ス
ト

の
寓
意
性
と
か
み
合
っ
た
部
分
も
関
係
し
て
い
る
。
本
作
の
小
指
の
女
の
表
象
は

「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
の
要
素
が
入
り
込
み
、
特
に
双
子
の
取
り
替
え

が
行
わ
れ
て
い
た
部
分
（
映
画
オ
リ
ジ
ナ
ル
）
は
本
作
の
魅
力
の
一
つ
で
あ
る
。

「
女
の
手
。
／
僕
が
一
瞬
、
ア
レ
ッ
？

と
な
る
。
／
女
の
手
の
指
は
、
確
か
に

五
本
あ
る
。
／
僕
、
し
ば
ら
く
そ
の
小
指
を
見
つ
め
な
が
ら
じ
っ
と
し
た
ま
ま
。

し
か
し
、
や
が
て
、
何
と
も
言
え
な
い
よ
う
な
微
笑
み
を
残
し
て
、
再
び
目
を
閉

じ
る
」
「
○

レ
コ
ー
ド
店
の
中
―
―
昼
―
―
／
客
が
数
人
。
／
２
人
の
女
の
店
員

が
働
い
て
い
る
。
／
女
は
双
子
で
あ
る
」
（
一
七
九
頁
）
。
こ
れ
ら
の
双
子
の
入
れ

替
え
と
そ
れ
を
ぼ
か
す
設
定
は
、
朧
化
さ
れ
た
形
で
「
存
在
理
由
」
を
失
っ
た
現

在
の
状
態
を
示
す
原
作
や
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
の
世
界
と
響
き
合
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
神
戸
ま
つ
り
の
よ
う
な
実
際
の
映
像
を
盛
り
込
む
と
「
空
転
」

す
る
が
、
何
が
真
実
で
あ
る
か
曖
昧
に
さ
せ
る
寓
話
的
・
提
喩
的
な
描
き
方
は
原
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作
と
の
親
和
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

双
子
に
つ
い
て
、
大
森
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
双
子
と
い
う
の
は
、

（
１
９
）

生
ま
れ
た
時
か
ら
、
同
時
進
行
で
生
き
な
お
し
て
い
る
二
人
の
人
間
だ
と
も
い
え

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
自
殺
し
た
者
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
「
生
き
返
る
」
こ
と
を
望

ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
「
生
き
な
お
す
」
こ
と
は

自
ら
拒
否
し
て
い
る
の
だ
。
（
中
略
）
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
、
全
く
生
き
方
の
違

う
双
子
の
女
の
子
二
人
に
出
く
わ
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
主
人
公
の
僕
は
、
よ

う
や
く
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
女
の
子
の
呪
術
か
ら
の
が
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
な

の
だ
。
／
※
む
ろ
ん
、
ス
タ
ッ
フ
の
間
で
は
、
ど
の
シ
ー
ン
が
姉
で
、
ど
の
シ
ー

ン
が
妹
で
あ
る
か
は
、
き
っ
ち
り
と
打
ち
合
わ
せ
て
お
り
ま
す
。
（
中
略
）
バ
ラ

せ
ば
、
君
枝
ち
ゃ
ん
の
登
場
す
る
三
つ
の
シ
ー
ク
エ
ン
ス
は
、
妹
―
姉
―
妹
、
つ

ま
り
指
で
い
う
と
５
本
―
４
本
―
５
本
と
な
っ
て
い
ま
す
」
。

大
森
は
、
小
指
の
女
と
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
、
「
僕
」
は
「
よ
う
や
く
自
殺
し

て
し
ま
っ
た
女
の
子
の
呪
術
か
ら
の
が
れ
た
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
双

子
と
い
う
の
は
、
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
同
時
進
行
で
生
き
な
お
し
て
い
る
二
人
の

人
間
」
と
捉
え
て
お
り
、
双
子
と
い
う
存
在
に
「
生
き
な
お
す
」
可
能
性
を
見
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
三
番
目
の
女
（
室
井
滋
）
よ
り
も
小
指
の
女
（
真
成
寺
君
枝
）

を
重
要
視
し
た
映
画
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
映
画
で
は
削
除
さ
れ
た
次
の
台
詞

（
取
り
消
し
線
）
に
も
顕
著
で
あ
る
。

画
面
の
手
前
に
、
ス
カ
ー
ト
を
は
い
た
女
の
腰
あ
た
り
下
。

木
箱
の
上
に
両
足
を
の
せ
て
い
る
。

画
面
奥
に
木
が
あ
り
、
そ
の
根
っ
子
に
座
り
込
ん
で
い
る
三
番
目
の
女
。

む
か
い
側
の
女
の
顔
を
見
上
げ
て
ま
く
し
た
て
る
。

三
番
目
の
女
「
や
め
な
さ
い
よ
！

自
殺
な
ん
て
。
没
主
体
的
な
思
い
あ

が
り
も
は
な
は
だ
し
い
じ
ゃ
な
い

そ
ん
な
こ
と
、
敗
北
だ
、
逃
亡
だ
と

?!

い
う
一
片
の
言
葉
で
語
ら
れ
る
だ
け
よ
！
」

三
番
目
の
女
、
足
元
に
あ
っ
た
大
き
め
の
石
を
つ
か
み
、
木
箱
に
投
げ

つ
け
る
。

木
箱
に
石
が
命
中
し
、
パ
タ
ン
と
倒
れ
る
。

宙
に
浮
く
女
の
足
。

三
番
目
の
女
の
頭
部
が
、
グ
タ
リ
と
前
に
倒
れ
る
。

―
―
死
ん
だ
。
（
一
七
九
頁
）

引
用
場
面
は
双
子
の
入
れ
替
え
の
次
の
場
面
と
な
っ
て
い
る
が
、
映
画
で
は
台

詞
を
削
除
し
、
三
番
目
の
女
に
関
す
る
挿
話
（
中
盤
）
に
集
約
さ
れ
た
。
シ
ナ
リ

オ
で
は
三
番
目
の
女
は
「
や
め
な
さ
い
よ
！

自
殺
な
ん
て
。
没
主
体
的
な
思
い

あ
が
り
も
は
な
は
だ
し
い
じ
ゃ
な
い

そ
ん
な
こ
と
、
敗
北
だ
、
逃
亡
だ
と
い

?!

う
一
片
の
言
葉
で
語
ら
れ
る
だ
け
よ
！
」
と
い
う
〝
ぼ
く
ら
の
時
代
〟
を
感
じ
さ

せ
る
熱
い
台
詞
を
話
す
予
定
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
映
画
で
は
中
盤
の
自
殺
の
場

面
の
映
像
の
み
使
用
さ
れ
、
三
番
目
の
女
の
台
詞
は
な
く
、
無
言
の
ま
ま
木
箱
に

石
を
投
げ
つ
け
、
首
つ
り
自
殺
が
行
わ
れ
る
。
双
子
の
入
れ
替
わ
り
の
次
の
場
面

は
、
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
マ
シ
ン
と
の
対
話
の
よ
う

な
台
詞
を
三
番
目
の
女
の
声
が
「
僕
」
と
交
わ
す
場
面
に
な
っ
て
い
る
。
全
共
闘

を
連
想
さ
せ
る
「
没
主
体
的
な
思
い
あ
が
り
」
「
敗
北
」
「
逃
亡
」
と
い
う
台
詞
の

削
除
に
よ
り
、
三
番
目
の
女
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
薄
く
な
り
、
小
指
の
女
の
印
象
（
双

子
の
入
れ
替
わ
り
）
が
強
く
な
っ
て
い
る
。

村
上
文
学
の
流
れ
で
言
え
ば
、
三
番
目
の
女
は
直
子
的
人
物
の
源
泉
で
あ
り
、
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彼
女
の
自
殺
の
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
た
主
人
公
を
そ
の
後
も
描
き
続
け
て
い
た
こ
と

を
考
え
る
と
、
大
森
と
村
上
の
目
線
は
異
な
っ
て
い
る
。
大
森
の
「
貧
弱
な
真
実
」

は
、
〝
ぼ
く
ら
の
時
代
〟
を
感
じ
さ
せ
る
学
生
運
動
・
暴
動
・
父
殺
し
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
村
上
の
「
貧
弱
な
真
実
」
は
三
番
目
の
女
の
死
に
よ
る
存
在
理
由
の

喪
失
で
あ
っ
た
。
原
作
は
、
川
本
氏
が
語
る
よ
う
に
全
て
が
「
華
麗
な
る
虚
偽
」

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
村
上
は
「
貧
弱
な
真
実
」
を
「
華
麗
な
る
虚
偽
」
で

覆
い
隠
し
つ
つ
、
朧
化
し
た
形
で
浮
か
び
上
が
る
戦
略
を
取
っ
て
い
る
。
大
森
は

村
上
の
「
貧
弱
な
真
実
」
＝
ト
ラ
ウ
マ
の
深
さ
を
見
誤
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、

自
ら
の
生
き
方
を
見
定
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
一
九
八
〇
年
代
の
若
者
の
模
索
の

様
を
、
薄
れ
ゆ
く
全
共
闘
の
記
憶
と
当
時
の
風
俗
と
を
重
ね
合
わ
せ
な
が
ら
描
こ

う
と
し
た
と
言
え
る
。

三

新
宿
と
渋
谷

最
後
に
、
新
宿
と
渋
谷
と
い
う

場

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
（
②
の
検
討
）
。

ト
ポ
ス

本
作
で
は
、
二
人
目
に
寝
た
女
の
子
と
出
会
っ
た
駅
を
新
宿
駅
か
ら
渋
谷
駅
に
変

更
し
て
い
る
（
「
二
人
目
の
相
手
は
渋
谷
駅
で
あ
っ
た
ヒ
ッ
ピ
ー
の
女
の
子
だ
っ

た
」
、
「
そ
れ
は
渋
谷
が
最
も
激
し
く
吹
き
荒
れ
た
夜
」
（
一
五
二
頁
）
、
「
僕
は
彼

女
を
改
札
か
ら
ひ
き
ず
り
出
し
、
人
通
り
の
途
絶
え
た
道
を
下
北
沢
ま
で
歩
い
た
」

（
一
五
三
頁
）
）
。
新
宿
騒
乱
は
一
九
六
八
年
十
月
二
四
日
で
、
渋
谷
騒
乱
は
一
九

七
一
年
一
一
月
一
四
日
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
の
映
画
で
あ
り
、
本
作
の
時
系
列

を
一
致
さ
せ
る
た
め
渋
谷
騒
乱
に
変
更
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
原
作
の
新
宿
や

新
宿
騒
乱
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
。

牛
田
あ
や
美
氏
は
「

年
代
の
新
宿
は
他
の
街
と
比
べ
、
あ
る
種
特
権
的
な
も

60

の
を
持
っ
た
街
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
自
由
空
間
」
、

あ
る
い
は
「
無
法
地
帯
」
で
あ
っ
た
新
宿
と
い
う
場
所
が
、
一
種
の
「
ア
ジ
ー
ル

（
避
難
場
所
）
」
と
し
て
機
能
し
、
磁
場
を
も
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
引
き
付

け
て
い
た
」
と
述
べ
、
当
時
の
若
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し

（
２
０
）

て
い
る
。
「
現
在
で
は
「

年
安
保
」
は
祭
り
の
要
素
が
強
か
っ
た
こ
と
は
す
で

70

に
知
ら
れ
て
い
る
。
地
縁
か
ら
の
脱
出
は
、
退
屈
な
日
常
か
ら
の
脱
出
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
安
保
闘
争
も
同
じ
よ
う
に
退
屈
な
日
常
か
ら
の
脱
出
の
方
法
と
も
な
っ

て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
真
摯
に
「
参
加
」
し
て
い
た
人
も
大
勢
い
た
が
、
「
参
加
」

し
て
い
た
人
々
全
て
が
、
真
剣
に
「

年
安
保
」
改
定
に
向
け
た
わ
け
で
は
な
い
。

70

安
保
闘
争
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
自
分
も
政
治
や
社
会
に
強
く
関
わ
っ

て
い
る
」
と
い
う
暗
示
を
自
分
自
身
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
友
人
、

知
人
に
対
し
て
、
強
い
志
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
表
明
と
も
な
る
。
ゆ
え
に
、
安

保
闘
争
に
参
加
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
満
足
を
満
た
す
も
の
へ
と
変
わ
っ
た
の

だ
」
。（
一
八
二
頁
）

葛
井
欣
士
郎
氏
は
新
宿
騒
乱
の
日
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
国

（
２
１
）

際
反
戦
デ
ー
。
都
内
各
所
の
ゲ
リ
ラ
闘
争
か
ら
は
じ
ま
っ
た
こ
の
日
の
デ
モ
は
、

派
出
所
襲
撃
二
一
ヶ
所
、
東
京
駅
、
銀
座
、
東
神
田
か
ら
新
宿
駅
へ
。
高
田
馬
場

か
ら
夜
に
入
っ
て
新
宿
三
光
町
に
ま
で
拡
が
り
、
三
光
町
交
番
は
火
炎
瓶
投
入
で

燃
え
上
っ
た
」
、「
学
生
、
群
衆
、
機
動
隊
の
波
状
攻
防
の
戦
場
と
化
し
、
火
炎
瓶
、

鉄
パ
イ
プ
、
瓦
礫
が
宙
を
飛
び
、
街
は
燃
え
、
放
水
の
し
ぶ
き
は
滝
の
よ
う
な
雨

と
な
り
、
催
涙
ガ
ス
の
煙
は
劇
場
の
中
ま
で
侵
入
し
て
来
た
。
群
衆
、
野
次
馬
は

ひ
し
め
き
合
い
、
逃
げ
ま
ど
い
阿
鼻
叫
喚
、
ア
ー
ト
シ
ア
タ
ー
周
辺
は
火
と
煙
と

泥
水
と
血
の
、
さ
な
が
ら
地
獄
絵
の
よ
う
な
凄
惨
な
修
羅
場
と
な
っ
た
」
。
村
上

が
設
定
し
た
新
宿
騒
乱
下
の
新
宿
駅
で
の
出
会
い
は
、
戦
場
の
よ
う
な
状
況
下
で

（
２
２
）

あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
あ
る
種
特
権
的
な
も
の
を
持
っ
た
街
」
で
あ
り
、
「
自
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由
空
間
」
、
「
無
法
地
帯
」
「
ア
ジ
ー
ル
（
避
難
場
所
）
」
と
し
て
機
能
し
、
磁
場
を

も
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
引
き
付
け
」
文
化
を
背
負
っ
た
新
宿
と
い
う

場

が
、

ト
ポ
ス

戦
場
と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
新
宿
騒
乱
で
は
新
宿
駅
に
二
〇
〇
〇
人
以
上

の
学
生
が
集
結
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
「
退
屈
な
日
常
か
ら
の
脱
出
の
方
法
」

と
い
っ
た
「
祭
り
」
の
要
素
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
後
に
振
り
返
っ
た
際
に
「
「
み

ん
な
が
一
帯
に
な
っ
て
な
に
か
を
お
こ
す
」
と
い
う
こ
と
の
失
敗
」
を
象
徴
し
て

も
い
た
（
「
じ
ゃ
あ
、
意
味
な
ん
て
な
い
じ
ゃ
な
い
？
」
、
「
歯
ま
で
折
ら
れ
た
意

味
よ
」
、
「
な
い
さ
」

章

一
一
一
頁
）
。
対
し
て
、
渋
谷
騒
乱
は
米
軍
駐
留
を

22

認
め
た
沖
縄
返
還
協
定
の
批
准
阻
止
を
訴
え
て
、
中
核
派
を
中
心
と
す
る
学
生
が

渋
谷
に
集
ま
り
、
一
部
が
暴
徒
化
し
た
事
件
で
あ
る
。
新
宿
騒
乱
と
同
様
の
学
生

参
加
の
暴
動
に
見
え
る
が
、
中
核
派
の
学
生
が
中
心
と
い
う
差
が
あ
る
。
ま
た
、

渋
谷
は
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
お
い
て
背
負
っ
て
い
る
歴
史
性
（
文
化
と
の
関
わ

り
）
が
新
宿
よ
り
も
薄
い
こ
と
は
否
め
な
い
。

近
年
一
九
六
八
年
の
重
要
性
に
着
目
す
る
動
き
が
あ
る
。
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
ウ
ォ

ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
は
「
一
九
六
八
年
」
を
決
定
的
な
歴
史
の
転
換
点
と
主
張
し
、

「
世
界
シ
ス
テ
ム
の
内
容
と
本
質
的
に
関
わ
る
革
命
」
と
捉
え
、
絓
秀
実
氏
は
次

（
２
３
）

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
「
六
八
年
」
の
世
界
的
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し

（
２
４
）

て
は
、
中
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
大
革
命
と
並
ん
で
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
を
は

じ
め
と
す
る
先
進
資
本
主
義
諸
国
内
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
（
こ
れ
に
、
ゲ
バ

ラ
／
カ
ス
ト
ロ
に
よ
る
中
南
米
革
命
や
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
発
す
る
公
民
権
運

動
な
ど
を
付
け
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
）
が
あ
っ
た
。
毛
沢
東
が
「
東
風
が
西
風

を
圧
す
る
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
総
じ
て
「
第
三
世
界
」
の
革
命
に
煽
ら
れ
る
よ

う
に
し
て
生
起
し
た
の
が
、
先
進
国
の
「
六
八
年
」
で
あ
っ
た
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
反

戦
運
動
は
そ
れ
に
呼
応
し
、
「
学
生
革
命
」
で
あ
っ
た
六
八
年
を
お
お
う
よ
う
に

し
て
、
「
市
民
」
を
も
包
摂
し
た
巨
大
な
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ

い
」
（
七
二
〜
七
三
頁
）
、
「
今
日
、
ベ
平
連
に
象
徴
さ
れ
る
市
民
的
反
戦
平
和
主

義
を
再
評
価
す
る
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
冷
戦

体
制
の
崩
壊
と
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
に
よ
っ
て
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
し
ま
っ

た
、
も
は
や
「
政
治
」
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
と
シ
ニ
カ
ル
に
認
識
さ
れ
る
ご
と

き
、
ポ
ス
ト
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
状
況
に
お
け
る
「
革
命
」
の
不
可
能
性
と
、
資
本

主
義
の
永
遠
性
を
追
認
す
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
二
つ
を
承
認
し
て
し
ま

え
ば
、
あ
と
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
現
状
を
肯
定
す
る
こ
と
―
―
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
者
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ロ
ー
テ
ィ
が
言
う
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ア
イ

ロ
ニ
ズ
ム
」
―
―
し
か
出
て
き
は
し
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
結
局
は
何
も
変

わ
り
は
し
な
い
と
い
う
シ
ニ
シ
ズ
ム
だ
け
で
あ
る
」
（
八
一
頁
）。

「
六
八
年
」
は
市
民
革
命
・
学
生
運
動
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
一
極
点
と
言
え
、

無
党
派
市
民
に
よ
る
「
非
暴
力
直
接
行
動
」
と
し
て
の
再
評
価
の
動
き
も
あ
る
（
小

熊
英
二
）
。
絓
氏
は
そ
の
こ
と
に
懐
疑
的
で
「
冷
戦
体
制
の
崩
壊
と
グ
ロ
ー
バ
ル

資
本
主
義
に
よ
っ
て
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
も
は
や
「
政
治
」
が
機

能
し
な
く
な
っ
た
」
、
「
ポ
ス
ト
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
状
況
に
お
け
る
「
革
命
」
の
不

可
能
性
と
、
資
本
主
義
の
永
遠
性
を
追
認
す
る
」
象
徴
と
な
っ
た
年
で
は
な
か
っ

た
か
と
述
べ
る
。
稿
者
も
首
肯
し
、
前
期
村
上
文
学
が
描
い
て
い
た
方
向
性
と
合

致
し
て
い
る
と
考
え
る
。
村
上
は
一
九
六
八
年
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
一
九
六
八
年
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
我
々
の
世
代
に
と
っ
て
は
き
わ
め

（
２
５
）

て
重
要
な
意
味
を
持
つ
年
で
し
た
。
当
時
我
々
は
大
学
生
と
し
て
、
日
本
で
政
治

的
な
闘
争
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
チ
ェ
コ
で
は
も
ち
ろ
ん
「
プ
ラ
ハ
の

春
」
が
あ
っ
た
。
世
界
中
で
「
体
制
」
に
対
す
る
ノ
ー
を
若
者
は
叫
ん
で
い
た
の

で
す
―
―
そ
の
相
手
が
資
本
主
義
体
制
で
あ
れ
、
共
産
主
義
体
制
で
あ
れ
。
し
か
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し
そ
れ
ら
の
理
想
主
義
は
、

圧
倒
的
な
権
力
に
よ
っ
て
踏
み
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
強
い
理
想
主
義
と
、
厳
し
い
挫
折
を
く
ぐ
り
抜
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
世
代
は
ほ
か
に
は
な
い
強
さ
を
身
に
つ
け
た
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。
そ
し
て
僕
ら
は
そ
の
よ
う
な
体
験
の
中
か
ら
、
既
成
の
文
学
の
枠
組
み

を
超
え
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
物
語
の
枠
組
み
を
作
り
上
げ
て
き
た
わ
け
で

す
」
。
原
作
の
「
風
の
歌
を
聴
け
」
に
お
け
る
一
九
六
八
年
の
新
宿
騒
乱
の
出
会

い
は
、
互
換
し
が
た
い
特
別
な
年
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

新
宿
騒
乱
と
し
て
考
え
る
と
、
主
人
公
は
祭
り
的
な
こ
の
騒
乱
に
参
加
し
た
可

能
性
が
あ
り
、
「
歯
ま
で
折
ら
れ
た
意
味
」
と
い
っ
た
記
述
と
深
く
関
わ
る
。
し

か
し
、
渋
谷
騒
乱
と
な
る
と
活
動
の
中
心
は
中
核
派
な
の
で
、
一
般
学
生
の
関
わ

り
は
薄
く
な
る
。
主
人
公
は
騒
乱
に
巻
き
込
ま
れ
た
学
生
と
い
う
立
場
に
な
り
、

二
つ
の
騒
乱
は
立
ち
位
置
が
異
な
っ
て
く
る
。
そ
の
意
味
で
新
宿
騒
乱
と
渋
谷
騒

乱
の
変
更
は
微
細
な
変
更
と
は
い
え
ず
、
方
向
性
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

大
森
は
全
共
闘
世
代
と
の
違
い
に
つ
い
て
、「
１
９
７
２
年
春
―
も
う
「
全
共
闘
」

は
な
か
っ
た
。
自
分
を
立
て
直
す
の
に
、
組
織
、
セ
ク
ト
、
徒
党
と
い
っ
た
も
の

を
持
ち
出
す
人
も
、
も
は
や
数
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
、
自
分
個
人
が
問
題

で
は
な
い
か
と
、
多
く
の
人
は
考
え
始
め
て
い
た
よ
う
だ
。
／

僕
が
大
学
に
入

っ
た
の
は
そ
う
い
う
時
で
あ
る
」
（
五
三
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
意
識
の
差
を
強

（

２

６

）

く
意
識
し
て
い
た
。
歴
史
の
転
換
点
と
し
て
の
一
九
六
八
年
の
刻
印
を
残
す
村
上

と
青
春
の
一
頁
と
し
て
の
騒
乱
の
記
憶
（
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
）
を
描
い
た
大
森
。
新

宿
と
渋
谷
の
変
更
に
は
世
代
間
の
意
識
差
も
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
ダ

プ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
変
更
に
よ
っ
て
原
作
の
意
図
を
考
察
す
る
こ
の
作
業
は
、

ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
を
通
し
て
文
学
研
究
の
解
釈
に
還
元
さ
せ
る
有
効
性
に

繋
が
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

映
画
「
風
の
歌
を
聴
け
」
は
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
映
画
の
難
し
さ
を
感
じ
さ
せ

る
作
で
あ
る
。
原
作
の
雰
囲
気
を
重
要
視
し
「
英
語
か
ら
作
ら
れ
た
よ
う
な
日
本

語
」
を
使
用
し
た
が
、
神
戸
と
い
う
舞
台
の
リ
ア
リ
ズ
ム
も
持
ち
込
ん
だ
た
め
、

演
者
や
ス
タ
ッ
フ
も
疑
問
を
監
督
に
投
げ
か
け
る
こ
と
と
な
る
チ
グ
ハ
グ
な
印
象

と
「
空
転
」
化
が
進
ん
で
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
村
上
の
寓
話
性
と
通
じ
る
小
指

の
女
の
表
象
は
魅
力
的
に
な
っ
て
お
り
、
村
上
文
学
の
映
画
化
の
傾
向
を
考
え
る

一
つ
の
試
金
石
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
背
伸
び
」
し
て
い
た
大
森
そ
の
も
の

の
分
身
と
し
て
の
「
鼠
」
の
姿
は
大
森
一
樹
作
の
特
徴
と
し
て
押
さ
え
る
べ
き
点

で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
前
半
の
風
俗
と
全
共
闘
世
代
の
記
憶
と
の
融
合
は
一
つ

の
価
値
あ
る
挑
戦
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

＊
テ
キ
ス
ト
は

Blu
-ray

『
風
の
歌
を
聴
け
』（
キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド

K
IX
F4279

）
、
大
森
一

樹
「
風
の
歌
を
聴
け
」
（
『
日
本
映
画
シ
ナ
リ
オ
選
集

』
映
人
社
・
一
九
八
二
）
、
村
上

'81

春
樹
『
風
の
歌
を
聴
け
』
（
講
談
社
・
一
九
七
九
）
を
使
用
し
た
。

＊
本
稿
は
「
第
二
六
回
村
上
春
樹
と
ア
ダ
プ
テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
」
（
二
〇
二
三
年
六
月
一

〇
日

Zoom

ウ
ェ
ビ
ナ
ー
）
に
お
け
る
発
表
「
映
画
「
風
の
歌
を
聴
け
」
論
―
「
鼠
」

／
小
指
の
女
／
新
宿
・
渋
谷
―
」
を
基
に
し
て
い
る
。
席
上
多
く
の
有
益
な
ご
意
見
を

賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ま
た
、
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
研
究

課
題
番
号20K

21960

）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）
四
方
田
犬
彦
氏
は
「
大
森
は
村
上
と
ほ
ぼ
同
年
齢
の
監
督
で
、
神
戸
近
郊
で
生
ま
れ

− 70 −− 71 −
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（
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）
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育
っ
た
。
ま
だ
職
業
的
映
画
監
督
と
し
て
は
駆
け
出
し
で
、
そ
の
意
味
で
製
作
者
の

佐
々
木
史
朗
は
、
ま
だ
デ
ビ
ュ
ー
し
た
ば
か
り
の
、
世
代
を
共
に
す
る
者
ど
う
し
に

よ
る
新
し
い
青
春
映
画
を
意
図
し
た
の
だ
ろ
う
。
カ
タ
ロ
グ
の
解
説
執
筆
を
、
や
は

り
同
世
代
で
あ
る
四
方
田
が
依
頼
さ
れ
た
の
も
、
製
作
側
の
こ
う
し
た
配
慮
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
映
画
作
品
は
、
東
陽
一
の
『
サ
ー
ド
』
や
、
同
じ
大
森
に
よ
る

『
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
た
ち
』
の
系
列
に
繋
が
る
、

Ａ
Ｔ
Ｇ
青
春
映
画
路
線
の
一
環
と

し
て
企
画
さ
れ
た
」
（
「
村
上
春
樹
と
映
画
」
『
世
界
は
村
上
春
樹
を
ど
う
読
む
か
』

文
藝
春
秋
・
二
〇
〇
六
、
一
四
三
頁
）

（
２
）
四
方
田
犬
彦
氏
は
「
小
林
薫
が
主
演
し
た
こ
の
フ
ィ
ル
ム
は
、
ま
っ
た
く
評
判
に
な

ら
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
注
１
に
同
じ
、
一
四
四
頁
。

（
３
）
川
本
三
郎
「
「
華
麗
な
虚
偽
」
よ
り
「
貧
弱
な
真
実
」
」
（
『
キ
ネ
マ
旬
報
』
一
九
八
二

・
一
上
旬
、
八
六
頁
）

（
４
）
注
３
に
同
じ
、
八
七
頁
。

（
５
）
山
根
由
美
恵
「
物
語
の
構
成
と
〈
影
〉
の
存
在
―
『
風
の
歌
を
聴
け
』
―
」（
『
村
上

春
樹
〈
物
語
〉
の
認
識
シ
ス
テ
ム
』
若
草
書
房
・
二
〇
〇
七
）

（
６
）
村
上
春
樹
「
特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

「
物
語
」
の
た
め
の
冒
険
」（
『
文
學
界
』
一
九

八
五
・
八
、
三
八
頁
）

（
７
）
ア
ン
ド
レ
・
バ
ザ
ン
著
、
野
崎
歓
・
大
原
宣
久
・
谷
本
道
昭
訳
『
映
画
と
は
何
か

上
』（
岩
波
文
庫
・
二
〇
一
五
、
一
五
八
頁
）

（
８
）
内
田
康
「
〝
擬
態
〟
と
し
て
の
〈
ア
メ
リ
カ
〉
／
〈
神
戸
〉
―
『
風
の
歌
を
聴
け
』

と
そ
の
映
画
化
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
二
〇
二
三
年
六
月
一
八
日
に
淡
江
大
学
で
行
わ

れ
た
『
２
０
２
３
年
第

回
村
上
春
樹
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

会
議
予
稿
集
』
一
一

12

七
頁
）

（
９
）
「
製
作
ノ
ー
ト
「
風
の
歌
を
聴
け
」
」
（
月
刊
『
イ
メ
ー
ジ
フ
ォ
ー
ラ
ム
』
一
九
八
二

・
一
、
一
三
三
頁
）

（

）YouTube

に
お
い
て
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
（
四
八
秒
）
の
み
動
画
が
公
開
さ
れ
て
い

10
る
。https://w

w
w
.youtube.com

/w
atch?v=uK

6XQ
vH

bE3g

（

）
長
谷
正
人
「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
の
村
上
春
樹
と
自
主
映
画
」
（
『
村
上
春
樹

11

映
画
の
旅
』
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
・
二
〇
二
二
、
九
三
頁
）

（

）「
背
伸
び
し
た
青
春

糧
に
」
『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
六
年
七
月
二
日
夕
刊
、
三
頁
。

12
（

）

内
田
康
『
村
上
春
樹
論

神
話
と
物
語
の
構
造
』
第
四
章
（
瑞
蘭
国
際
・
二
〇
一

13

六
）

（

）
大
森
一
樹
「
風
の
歌
を
聴
く
ま
で
―
あ
る
い
は
原
作
者
へ
の
手
紙
―
」
（
『
ア
ー
ト

14

シ
ア
タ
ー
』
一
九
八
一
・
一
二
、
八
頁
）

（

）
注
８
に
同
じ
。
一
一
八
頁
。

15
（

）
藤
城
孝
輔
「
映
画
『
風
の
歌
を
聴
け
』
と
そ
の
時
代
―
新
世
代
の
映
画
の
ノ
ス
タ

16

ル
ジ
ア
」
（
二
〇
二
三
年
八
月
一
九
日
に
行
わ
れ
た
第
二
八
回
村
上
春
樹
と
ア
ダ
プ

テ
ー
シ
ョ
ン
研
究
会
発
表
資
料
）

（

）
二
〇
二
一
年
三
月
八
日
にZoom

で
行
っ
た
も
の
。

17
（

）
注
９
に
同
じ
。
一
三
三
頁
。

18
（

）
注

に
同
じ
。
九
頁
。

19

14

（

）
牛
田
あ
や
美
『
Ａ
Ｔ
Ｇ
映
画
＋
新
宿

都
市
空
間
の
な
か
の
映
画
た
ち
！
』
（
星
雲

20

社
・
二
〇
〇
七
、
一
八
頁
）
。
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
、
丸
括
弧
に
頁
数
を
示

す
形
で
記
す
。

（

）
葛
井
欣
士
郎
「
地
上
、
地
下
と
は
思
い
出
な
ら
ず
や
」
（
『
調
査
情
報
』
一
九
八
四

21

・
九
、
二
二
頁
）

（

）
「
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
」
（
二
〇
一
三
）
に
お
い
て
新

22

宿
駅
が
重
要
な

場

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
村
上
は
新
宿
駅

ト
ポ
ス

に
拘
り
が
あ
る
。

（

）
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
ウ
ォ
ー
ラ
ー
ス
テ
イ
ン
著
・
丸
山
勝
訳
『
ポ
ス
ト
・
ア
メ
リ
カ
』（
藤

23

原
書
店
・
一
九
九
一
、
一
一
四
頁
）
。
以
下
、
同
書
か
ら
の
引
用
は
、
丸
括
弧
に
頁

数
を
示
す
形
で
記
す
。

（

）
絓
秀
実
『
１
９
６
８
年
』
（
ち
く
ま
新
書
・
二
〇
〇
六
）

24
（

）
村
上
春
樹
「
ポ
ス
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
世
界
か
ら
の
質
問
」（
２
０
０
６
年
『Lidové

25
N
oviny

』
の
メ
ー
ル
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
引
用
は
村
上
春
樹
『
雑
文
集
』
新
潮
社
・
二

〇
一
一
、
三
六
七
頁
）

（

）
大
森
一
樹
『
星
よ
り
ひ
そ
か
に
』
（
東
宝
出
版
事
業
室
・
一
九
八
六
、
五
三
頁
）

26

（
や
ま
ね

ゆ
み
え

山
口
大
学

講
師
）
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