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〈
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石
的
主
題
〉
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軸
と
し
て

佐

藤

泰

正

 
 
一

 
村
上
春
樹
の
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
は
初
の
短
篇
連
作
の
試
み

と
し
て
注
目
さ
れ
、
ま
た
高
い
評
価
も
得
て
い
る
。
雑
誌
連
載
（
「
新
潮
」
九

九
年
八
月
～
一
二
月
）
中
は
「
地
震
の
あ
と
で
」
と
い
う
総
タ
イ
ト
ル
が
付
さ

れ
、
こ
れ
に
書
下
ろ
し
の
一
篇
を
加
え
た
も
の
で
、
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み

な
踊
る
』
は
そ
の
短
篇
中
の
一
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
。

 
地
震
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
九
五
年
一
月
の
阪
神
大
震
災
で
あ
り
、
幼
少

年
時
代
に
西
宮
、
さ
ら
に
芦
屋
で
育
っ
た
村
上
春
樹
に
と
っ
て
、
こ
れ
は
格
別

な
感
慨
の
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
震
災
自
体
の
惨
状
が
生
々
し
く

描
き
出
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
影
は
有
形
無
形
に
作
品
の
背
景
と

な
り
、
あ
る
い
は
作
品
内
面
の
底
深
く
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
彼
は
あ
る
時
期

か
ら
自
分
の
作
風
、
姿
勢
を
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
か
ら
現
実
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン

ト
へ
移
行
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
自
分
が
小
説
を
書
き
始
め

よ
う
と
し
た
時
、
「
そ
れ
ま
で
の
日
本
の
小
説
の
文
体
で
は
、
自
分
が
表
現
し

た
い
こ
と
が
表
現
で
き
な
か
っ
た
」
。
そ
こ
で
「
文
章
と
し
て
は
ア
フ
ォ
リ
ズ

ム
と
い
う
か
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
と
い
う
か
、
そ
れ
ま
で
日
本
の
小
説
で
、
ぼ

く
が
読
ん
で
い
た
も
の
と
ま
っ
た
く
違
っ
た
か
た
ち
の
も
の
に
な
っ
た
」
（
『
村

上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』
以
下
同
）
と
い
う
。

 
言
う
ま
で
も
な
く
第
一
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
（
一
九
七
九
）
の
四
十
の
断

章
か
ら
な
る
ス
タ
イ
ル
を
み
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
し
か
し
「
小
説
家
と
し
て
や
っ

て
い
く
た
め
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
」
こ
と
が
分
り
、
「
そ
の
デ
タ
ッ

チ
メ
ン
ト
、
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
と
い
う
部
分
を
、
だ
ん
だ
ん
『
物
語
』
に
置
き
換

え
て
い
っ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
が
長
篇
と
し
て
の
第
三
作
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』

（一

續
ｪ
二
）
で
あ
り
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
ー
ラ
ー
と
し
て
の
才
を
遺
憾

な
く
示
し
た
も
の
だ
が
、
や
が
て
そ
の
一
頂
点
と
し
て
の
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー

ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
（
一
九
八
五
）
が
書
か
れ
る
。
し
か
し
さ

ら
に
自
分
が
も
う
一
段
階
大
き
く
な
る
た
め
に
は
、
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
体
を

こ
の
あ
た
り
で
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
思
っ
て
書
い

た
の
が
『
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
森
』
（
一
九
八
七
）
だ
と
い
う
。

 
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
云
々
と
は
何
か
と
い
う
詮
索
は
措
く
と
し
て
、
彼
が
自
身

の
作
家
と
し
て
の
成
長
に
極
め
て
自
覚
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
う
か
が
い
と
れ
よ

う
。
（
こ
の
出
発
時
以
来
の
〈
小
説
〉
な
る
も
の
に
お
け
る
文
体
、
技
法
に
対

す
る
明
晰
な
方
法
意
識
は
ま
た
、
初
期
漱
石
の
実
験
的
展
開
と
も
照
応
す
る
も

の
だ
が
、
こ
れ
は
ま
た
後
に
ふ
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
）
。
こ
う
し
て
『
ダ
ン
ス
・
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村
上
春
樹
と
漱
石
 
1
〈
漱
石
的
主
題
〉
を
軸
と
し
て

ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』
（
一
九
八
八
）
、
『
国
境
の
南
、
太
陽
の
西
』
（
一
九
九
二
）

な
ど
を
経
て
、
三
部
作
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
（
第
1
部
、
第
2
部
一

九
九
四
、
第
3
部
一
九
九
五
）
が
書
か
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
こ
そ
は
「
ぼ

く
に
と
っ
て
は
ほ
ん
と
う
に
転
換
点
だ
っ
た
」
と
い
う
。

 
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
、
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
か
ら
物
語
へ
、
こ
れ
が
第
一
ス
テ
ッ
プ

か
ら
第
ニ
ス
チ
ッ
プ
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
は
自

分
に
と
っ
て
の
第
三
ス
チ
ッ
プ
で
あ
り
、
も
は
や
物
語
の
面
白
さ
と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
「
何
か
足
り
な
い
」
こ
と
が
分
か
っ
て
、
ま
た
「
そ
こ
の
部
分
で
、

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
う
こ
と
が
か
か
わ
っ
て
く
る
」
の
だ
と
い
う
。
だ
が
コ

ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
は
何
か
。
そ
れ
は
「
あ
な
た
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る

わ
か
る
、
じ
ゃ
、
手
を
つ
な
ご
う
」
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
『
井
戸
』
．

を
掘
っ
て
掘
っ
て
掘
っ
て
い
く
と
、
そ
こ
で
ま
っ
た
く
つ
な
が
る
は
ず
の
な
い

壁
を
越
え
て
つ
な
が
る
」
、
そ
う
い
う
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
あ
り
よ
う
に
、

ぼ
く
は
非
常
に
惹
か
れ
」
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
作
家
の
い
う
〈
井
戸
掘
り
〉

と
は
、
作
中
（
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
）
で
は
主
要
な
人
物
た
ち
が
空
の

井
戸
に
降
り
、
あ
る
い
は
降
ろ
さ
れ
、
そ
こ
で
冥
想
し
、
幻
夢
の
ご
と
き
異
界

と
の
往
還
を
体
験
し
、
ま
た
忘
れ
が
た
い
啓
示
を
受
け
、
さ
ら
に
は
そ
の
幻
夢

と
現
実
と
が
交
錯
、
照
応
し
て
ゆ
く
と
い
う
場
面
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
い
ま

こ
こ
で
は
作
品
の
分
析
に
入
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
控
え
、
た
だ
作
者
が
今
な
お

探
究
の
途
上
だ
と
言
い
な
が
ら
、
し
か
し
「
小
説
の
な
か
で
は
ぼ
く
は
そ
れ
を

解
決
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
小
説
の
方
が
先
へ
行
っ
て
し
ま
っ
て
、
ぼ
く
自

身
が
つ
い
て
い
け
な
い
わ
け
で
す
」
（
傍
点
引
用
者
、
以
下
同
）
と
い
う
、
こ

の
部
分
に
注
目
し
た
い
。

 
た
し
か
に
小
説
は
片
付
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
（
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク

ル
』
）
の
中
心
は
、
失
踪
し
た
妻
を
め
ぐ
る
主
人
公
の
物
語
で
あ
り
、
最
後
に

妻
が
自
身
の
内
閉
的
世
界
、
異
界
を
断
ち
切
っ
て
現
実
に
帰
還
す
る
こ
と
で
終

る
。
た
だ
第
1
部
、
第
2
部
で
は
妻
の
失
踪
を
め
ぐ
る
謎
の
女
か
ら
の
セ
ッ
ク

ス
電
話
や
霊
媒
師
の
女
と
そ
の
妹
、
一
風
変
っ
た
十
六
歳
の
少
女
、
ノ
モ
ン
ハ

ン
で
の
奇
怪
な
体
験
を
語
っ
た
老
人
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
存
在
そ
の
も

の
が
問
い
か
け
る
謎
は
、
謎
の
ま
ま
に
終
り
を
迎
え
る
。
し
か
も
作
者
は
は
じ

め
2
部
迄
で
終
る
と
し
、
未
解
決
な
謎
を
残
し
た
ま
ま
で
の
終
結
に
批
判
は
集

中
し
た
が
、
作
者
自
身
は
あ
え
て
こ
れ
で
よ
し
と
し
た
。

 
自
分
は
「
第
二
部
を
書
き
終
え
た
時
に
、
こ
れ
で
こ
の
話
は
も
う
終
わ
り
だ

と
思
っ
た
」
。
も
ち
ろ
ん
何
も
解
決
は
せ
ず
、
問
題
は
ど
ん
ど
ん
ふ
く
ら
み
、

謎
は
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
、
そ
こ
で
急
に
話
が
終
わ
る
。
し
か
し
自
分
は
そ
れ

で
い
い
と
思
っ
た
。
「
僕
の
考
え
る
『
閉
じ
な
い
小
説
』
と
い
う
も
の
の
あ
る

種
の
極
限
的
な
形
」
と
い
う
の
は
、
「
こ
う
終
わ
る
し
か
な
い
と
確
信
し
た
」
「
解

決
を
す
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
」
と
。
「
そ
こ
に
は
闇
の
力
と
い
う
」
も

の
が
あ
る
。
「
も
の
ご
と
と
い
う
の
は
、
あ
る
種
の
高
ま
り
の
中
で
、
闇
の
力

の
中
に
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
て
、
そ
れ
で
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
「
あ
る
い
は

逆
に
、
世
界
と
い
う
の
は
そ
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
も
の
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
。

「
第
二
部
の
最
後
で
、
ト
オ
ル
（
主
人
公
）
が
プ
ー
ル
で
泳
い
で
い
る
と
き
に

啓
示
を
受
け
」
る
。
「
啓
示
は
ど
こ
に
も
彼
を
連
れ
て
い
か
な
い
」
が
、
「
こ
れ

か
ら
何
か
が
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
予
感
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
話
が
終

わ
っ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
。
原
稿
の
段
階
で
も
、
い
ろ
ん
な
人
に
読
ん
で

も
ら
い
、
意
見
も
聞
き
、
「
あ
れ
じ
ゃ
あ
終
わ
っ
て
な
い
よ
」
と
も
言
わ
れ
た
が
、

「
僕
は
、
あ
の
小
説
は
閉
じ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
閉
じ
る
ん
だ
と
、
そ
の
と
き

に
は
強
く
そ
う
思
っ
て
た
」
。
「
だ
か
ら
こ
れ
で
い
い
ん
だ
と
一
歩
も
引
か
な
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か
っ
た
L
。
（
「
メ
イ
キ
ン
グ
・
オ
ブ
・
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
」
以
下
同
）

と
い
う
。

 
ほ
と
ん
ど
作
家
と
し
て
確
信
犯
的
な
言
い
方
だ
が
、
言
わ
ん
と
す
る
所
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
か
ね
て
か
ら
自
分
は
「
『
読
者
へ
の
挑
戦
』
ま
で
で
終
わ
っ

て
し
ま
う
面
白
い
小
説
が
あ
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
思
っ
て
い
た
、

そ
の
ひ
と
つ
の
実
践
で
も
あ
る
と
い
う
。
彼
の
言
葉
に
そ
っ
て
言
え
ば
、
作
家

も
ま
た
書
く
と
い
う
行
為
の
「
高
ま
り
の
中
で
、
闇
の
力
の
中
に
引
き
込
ま
れ

て
」
ゆ
く
。
い
や
、
闇
そ
の
も
の
と
面
持
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
第
一
、
世
界
と

い
う
も
の
自
体
が
「
そ
の
よ
う
に
成
立
し
て
い
る
」
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に

言
え
ば
、
作
者
が
ど
の
よ
う
に
闇
を
描
こ
う
と
も
、
闇
自
体
は
さ
ら
に
深
い
。

こ
こ
で
彼
は
〈
物
語
る
力
〉
と
く
批
評
す
る
力
〉
に
引
き
裂
か
れ
る
。

 
作
者
は
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
闇
自
体
を
開
示
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な

い
か
。
し
か
し
作
家
の
物
語
ろ
う
と
す
る
力
、
欲
動
は
彼
を
引
き
ず
っ
て
さ
ら

に
そ
の
奥
に
物
語
を
探
り
、
作
り
あ
げ
て
行
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
ま
た
同
時

に
彼
の
酷
な
る
批
評
の
力
、
認
識
の
力
は
そ
れ
を
引
き
と
め
よ
う
と
す
る
。
恐

ら
く
こ
の
〈
物
語
の
力
〉
と
く
批
評
の
力
〉
と
の
拮
抗
、
錯
綜
こ
そ
が
作
品
な

ら
ぬ
、
作
家
自
体
の
ド
ラ
マ
と
な
る
の
な
ら
ば
、
村
上
春
樹
の
場
合
は
ど
う
か
。

 
彼
は
謎
は
謎
の
ま
ま
で
い
い
。
「
あ
の
小
説
は
閉
じ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
閉

じ
る
ん
だ
」
と
言
い
つ
つ
、
あ
え
て
第
3
部
の
筆
を
執
っ
た
。
第
2
部
の
原
稿

を
渡
し
た
あ
と
「
無
性
に
続
き
が
書
き
た
く
な
っ
た
」
と
い
う
。
ま
ず
あ
る
種

の
責
任
を
感
じ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
読
者
に
対
す
る
よ
り
も
作
中
の
「
登
場

人
物
に
対
す
る
責
任
感
。
あ
の
人
た
ち
を
、
呪
縛
か
ら
少
し
で
も
引
き
戻
し
て
」

あ
げ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
「
自
分
で
仕
掛
け
た
謎
に

対
し
て
、
自
分
で
答
え
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
」
と
い
う
。
主
人
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一
〈
漱
石
的
主
題
〉
を
軸
と
し
て

公
の
妻
の
「
ク
ミ
コ
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
い
る
の
か
」
。
幻
夢
の
な
か
で
異
界

と
往
還
し
、
そ
こ
で
「
主
人
公
の
顔
に
で
き
た
あ
ざ
は
い
っ
た
い
何
だ
っ
た
の

か
」
。
作
者
自
身
何
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
答
え
も
「
ひ
と
つ
ひ
と
つ

掘
り
起
こ
し
て
み
た
い
」
と
つ
よ
く
思
っ
た
と
い
う
。
作
者
の
裡
な
る
無
意
識

の
底
に
ひ
そ
む
も
の
を
掘
り
起
こ
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
か
。
し
か
し
端
的
に

い
っ
て
答
え
は
「
な
ん
だ
か
無
性
に
続
き
が
書
き
た
く
な
っ
て
き
た
ん
」
だ
と

い
う
所
に
あ
ろ
う
。
あ
の
「
読
者
へ
の
挑
戦
」
と
い
う
言
葉
は
撤
回
さ
れ
、
彼

も
ま
た
批
評
な
ら
ぬ
、
〈
物
語
の
力
〉
に
服
し
た
と
い
う
こ
と
か
。
い
や
、
何

よ
り
も
そ
れ
に
よ
っ
て
問
い
は
、
い
や
そ
の
闇
は
さ
ら
に
深
ま
っ
た
と
言
い
う

る
の
か
。
さ
て
こ
れ
を
漱
石
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
ど
う
か
。
あ
え
て
言
え
ば
、

こ
の
両
者
は
共
に
通
写
し
、
ま
た
時
に
反
転
す
る
か
と
み
え
る
。

 
 
二

 
「
若
し
詩
人
文
人
小
説
家
が
記
載
せ
る
人
生
の
外
に
人
生
な
く
ん
ば
、
人
生

は
余
程
便
利
に
し
て
、
人
間
は
余
程
え
ら
き
も
の
な
り
」
（
『
人
生
』
明
二
九
・

一
〇
）
と
は
作
家
以
前
の
漱
石
の
言
葉
だ
が
、
こ
の
〈
人
生
〉
と
は
常
に
言
葉

を
超
え
、
表
現
を
超
え
る
過
剰
な
何
も
の
か
で
あ
る
と
い
う
認
識
。
ま
た
〈
小

説
〉
な
る
も
の
に
対
す
る
根
源
的
な
相
対
化
。
こ
れ
は
以
後
の
漱
石
の
文
業
を

つ
ら
ぬ
く
基
底
の
認
識
で
あ
っ
た
。
彼
も
ま
た
作
家
と
し
て
井
戸
を
掘
る
。
掘

り
続
け
る
。
そ
の
最
後
に
試
み
た
自
伝
的
作
品
『
道
草
』
の
終
末
、
「
世
の
中

に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆
ん
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
」
と
苦
々
し
く
眩
く
主
人
公

建
三
の
言
葉
は
、
養
父
と
の
金
銭
問
題
の
落
着
に
対
し
、
妻
の
お
住
に
い
う
言

葉
だ
が
、
こ
と
は
事
件
の
落
着
な
ら
ぬ
、
語
り
つ
く
そ
う
と
し
て
つ
く
し
え
ぬ

作
家
の
感
慨
、
物
語
る
自
身
へ
の
批
評
の
眼
の
に
が
さ
で
も
あ
ろ
う
。
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村
上
春
樹
と
漱
石
1
〈
漱
石
的
主
題
〉
を
軸
と
し
て

 
ま
た
間
に
『
虞
美
人
草
』
を
は
さ
む
が
、
初
期
の
実
験
的
作
風
の
最
後
の
試

み
と
も
い
う
べ
き
『
坑
夫
』
で
は
、
こ
れ
は
「
小
説
の
様
に
持
へ
た
も
の
ち
や

な
い
か
ら
、
小
説
の
様
に
面
白
く
は
な
い
。
其
の
代
り
小
説
よ
り
も
神
秘
的
で

あ
る
。
凡
て
運
命
が
脚
色
し
た
自
然
の
事
実
は
、
人
間
の
構
想
で
作
り
上
げ
た

小
説
よ
り
も
無
法
則
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
秘
で
あ
る
」
と
主
人
公
に
眩
か
せ
る
。

貴
重
な
安
さ
ん
と
い
う
人
物
と
の
対
面
の
場
に
ふ
れ
て
は
「
此
の
人
に
逢
っ
た

の
は
全
く
の
小
説
で
あ
る
」
「
奇
蹟
の
様
に
思
は
れ
た
」
と
も
い
う
。
ま
た
そ

の
終
末
で
は
、
こ
れ
が
自
分
の
坑
夫
と
し
て
の
経
験
の
す
べ
て
だ
と
言
い
、
「
み

ん
な
事
実
で
あ
る
。
其
の
証
拠
に
は
小
説
に
な
っ
て
み
な
い
ん
で
も
分
る
」
と

い
う
。
す
で
に
作
者
自
身
の
〈
小
説
〉
な
る
も
の
、
物
語
る
こ
と
へ
の
つ
よ
い

こ
だ
わ
り
の
何
た
る
か
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
初
期
作
品
の
随
所
に

見
る
所
で
も
あ
る
。

 
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
『
坑
夫
』
、
続
い
て
の
『
三
四
郎
』
ま
で
は
初
期
以

来
の
写
生
文
的
低
徊
、
ま
た
ユ
ー
モ
ア
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
み
ら
れ
る
が
、

漱
石
の
筆
が
人
物
内
面
の
渦
中
に
入
っ
て
深
く
掘
り
続
け
よ
う
と
し
た
最
初
の

試
み
は
続
く
。
そ
の
端
的
な
例
は
ま
ず
『
そ
れ
か
ら
』
で
あ
ろ
う
。
こ
の
人
妻

と
の
恋
故
に
親
か
ら
も
勘
当
さ
れ
、
果
て
は
錯
乱
状
態
に
陥
る
主
人
公
の
代
助

の
運
命
に
ふ
れ
て
、
物
語
は
主
人
公
を
追
い
つ
め
つ
つ
細
い
流
れ
と
な
り
、
最

後
は
飛
爆
と
な
っ
て
落
ち
る
が
、
人
の
悪
い
作
者
は
そ
の
滝
壷
の
あ
り
か
を
あ

か
し
て
く
れ
な
い
と
評
し
た
の
は
武
者
小
路
実
篤
（
『
「
そ
れ
か
ら
」
に
就
て
』
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
見
事
な
比
喩
だ
が
、
そ
の
滝
壷
と
は
何
か
。
漱
石
は
こ
れ
を

書
き
終
え
て
間
も
な
い
頃
、
ひ
と
り
の
弟
子
（
林
原
耕
三
）
に
語
っ
て
い
る
。
「
あ

の
終
末
は
本
当
は
宗
教
に
も
っ
て
行
く
べ
き
だ
ろ
う
が
、
今
の
俺
が
そ
れ
を
す

る
と
う
そ
に
な
る
。
あ
あ
す
る
よ
り
外
な
か
っ
た
」
と
。

 
恐
ら
く
見
え
ざ
る
く
滝
壷
V
と
は
こ
の
こ
と
で
あ
り
、
滝
壷
と
は
武
者
小
路

の
い
う
ご
と
く
物
語
の
最
後
に
の
み
来
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
こ
の

見
え
ざ
る
未
程
の
く
滝
壷
V
を
み
つ
め
つ
つ
、
作
者
は
書
き
続
け
た
は
ず
で
あ

る
。
明
ら
か
に
作
者
の
〈
批
評
の
力
〉
は
、
〈
物
語
の
力
〉
を
押
さ
え
て
作
品

を
閉
じ
る
。
『
三
四
郎
』
の
予
告
で
は
、
書
い
て
み
ね
ば
こ
の
人
物
た
ち
の
何

た
る
か
は
分
か
ら
ぬ
と
言
っ
た
作
者
は
、
続
く
『
そ
れ
か
ら
』
の
予
告
文
で
は

一
転
し
て
、
「
此
主
人
公
は
最
後
に
、
妙
な
運
命
に
陥
る
。
そ
れ
か
ら
さ
き
何

う
な
る
か
は
書
い
て
な
い
。
此
意
味
に
於
て
も
そ
れ
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
。

つ
ま
り
作
品
の
物
語
を
閉
じ
て
は
み
せ
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
先
の
村
上
春

樹
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
閉
じ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
閉
じ
る
」
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
「
読
者
へ
の
挑
戦
」
を
作
家
漱
石
は
試
み
て
み
せ
る
。
こ
の
問
い
は

続
く
『
門
』
に
至
っ
て
も
解
か
れ
ず
、
春
の
訪
れ
を
喜
ぶ
妻
（
御
米
）
に
向
か
っ

て
主
人
公
（
宗
助
）
の
う
つ
む
き
な
が
ら
眩
く
「
然
し
又
ぢ
き
冬
に
な
る
よ
」

と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
〈
寒
い
〉
と
は
こ
の
作
中
繰
り
返
さ
れ

る
言
葉
だ
が
、
ま
た
繰
り
返
さ
れ
る
冬
の
到
来
を
い
う
時
、
こ
の
主
人
公
も
ま

た
〈
物
語
〉
の
終
り
な
ら
ぬ
、
作
者
の
見
え
ざ
る
〈
批
評
の
力
〉
の
前
に
心
寒

く
耀
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

 
さ
て
、
漱
石
の
『
門
』
と
い
え
ば
、
村
上
春
樹
は
「
ぼ
く
が
『
ね
じ
ま
き
鳥

ク
ロ
ニ
ク
ル
』
を
書
く
と
き
に
ふ
と
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
は
、
や
は
り
漱
石

の
『
門
』
の
夫
婦
」
で
、
自
分
が
書
い
た
の
と
は
「
ま
っ
た
く
違
う
タ
イ
プ
の

夫
婦
」
だ
が
、
「
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
頭
の
隅
に
あ
っ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
を

受
け
て
河
合
隼
雄
は
こ
の
主
人
公
は
仏
門
に
行
く
が
帰
っ
て
く
る
。
や
は
り
夫

婦
の
こ
と
は
「
漱
石
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
ふ
つ
う
の
意
味
の
仏
門
な
ん
か

通
っ
た
っ
て
、
わ
か
ら
な
い
」
「
や
っ
ぱ
り
『
井
戸
掘
り
』
し
な
く
て
は
い
か
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ん
の
で
す
L
。
そ
の
意
味
で
「
ほ
ん
と
う
に
ご
ん
ど
の
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ

ク
ル
』
は
、
や
は
り
も
の
す
ご
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
の
話
で
す
ね
」
と
い
う
。

 
自
分
が
今
ま
で
書
い
て
来
た
も
の
で
は
「
登
場
人
物
と
い
う
の
は
だ
い
た
い

独
り
」
で
、
両
親
も
子
ど
も
も
奥
さ
ん
も
出
て
来
ず
、
出
て
く
る
の
は
友
だ
ち

と
か
、
あ
と
は
娼
婦
と
か
だ
っ
た
。
し
か
し
「
や
っ
と
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ

ク
ル
』
で
夫
婦
と
い
う
も
の
を
書
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
」
と
村
上
春
樹

は
言
う
。
こ
れ
を
受
け
て
「
あ
れ
は
夫
婦
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
す
ご
い
作
品

だ
、
と
い
う
ふ
う
に
読
ん
」
だ
と
言
い
、
さ
ら
に
は
我
々
人
間
が
「
な
ん
の
た

め
に
結
婚
し
て
夫
婦
に
な
る
の
か
と
い
っ
た
ら
、
苦
し
む
た
め
に
、
『
井
戸
掘
り
』

を
す
る
た
め
な
ん
だ
、
と
い
う
の
が
ぼ
く
の
結
論
な
の
で
す
」
と
河
合
隼
雄
は

い
う
。

 
こ
の
結
婚
と
は
苦
し
む
た
め
、
〈
井
戸
掘
り
〉
を
す
る
た
め
と
は
、
意
味
深

い
言
葉
だ
。
恐
ら
く
漱
石
が
『
門
』
以
後
『
行
人
』
、
『
道
草
』
『
明
暗
』
と
夫

婦
を
描
き
続
け
た
意
味
も
ま
た
、
そ
こ
に
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
男
の

側
か
ら
見
て
妻
と
は
最
も
身
近
な
他
者
で
あ
り
、
そ
の
最
も
濃
密
た
る
べ
き
関

係
の
な
か
で
、
し
か
し
果
た
し
て
他
者
と
し
て
の
相
手
が
本
当
に
見
え
て
い
る

の
か
。
言
わ
ば
こ
の
〈
他
者
の
不
可
解
性
〉
こ
そ
く
漱
石
的
主
題
〉
の
一
眼
目

で
あ
り
、
漱
石
が
こ
れ
を
問
い
続
け
た
意
味
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
は
彼

の
作
家
と
し
て
の
く
井
戸
掘
り
〉
の
最
も
切
実
な
作
業
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

 
村
上
春
樹
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
て
、
「
日
本
の
小
説
は
ず
っ
と
読
ん
で

い
な
か
っ
た
け
ど
、
夏
目
漱
石
の
も
の
を
ま
と
め
て
読
ん
だ
。
夏
目
漱
石
の
文

体
は
非
常
に
ナ
チ
ュ
ラ
ル
で
い
い
と
思
う
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い

た
」
こ
と
を
受
け
て
、
「
そ
ん
な
こ
と
も
含
め
て
、
『
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
森
』
は
夏

村
上
春
樹
と
漱
石

〈
漱
石
的
主
題
〉
を
軸
と
し
て

目
漱
石
を
読
ん
で
書
い
た
、
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
L
（
加
藤
典
洋
、
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
『
村
上
春
樹
の
立
っ
て
い
る
場
所
』
）
と
、
村
上
の
最
も
よ
き
理
解
者

の
ひ
と
り
と
も
い
う
べ
き
評
家
は
い
う
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
文
体
を
身
に
つ
け
る

た
め
に
『
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
森
』
を
書
い
た
と
い
う
村
上
に
と
っ
て
、
漱
石
が
そ

の
文
体
の
よ
き
規
範
と
み
え
た
こ
と
は
頷
け
よ
う
。
な
ら
ば
『
門
』
と
『
ね
じ

ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
の
場
合
は
ど
う
か
。

 
「
や
は
り
漱
石
の
『
門
』
の
夫
婦
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と
い
う
時
、
『
行

人
』
で
も
『
道
草
』
で
も
ま
た
『
明
暗
』
で
も
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
。
し
か

も
庭
樹
の
イ
メ
ー
ジ
は
自
分
が
書
い
た
の
と
は
「
ま
っ
た
く
違
う
タ
イ
プ
」
だ

と
い
う
。
た
し
か
に
プ
ロ
ッ
ト
そ
の
他
の
あ
り
よ
う
は
違
う
。
言
う
ま
で
も
な

く
『
門
』
の
主
人
公
宗
助
は
、
友
人
安
井
の
妻
御
米
と
結
ば
れ
、
以
後
罪
の
影

を
ひ
き
ず
っ
て
日
陰
者
の
ご
と
く
落
輿
た
る
生
活
を
続
け
て
ゆ
く
。
「
夫
婦
は

世
の
中
の
日
の
目
を
見
な
い
も
の
が
、
寒
さ
に
堪
へ
か
ね
て
、
抱
き
合
っ
て
暖

を
取
る
様
な
具
合
に
、
御
互
同
志
を
頼
り
と
し
て
暮
ら
し
て
」
ゆ
く
。
こ
う
し

て
こ
の
夫
婦
の
「
抱
合
」
の
深
さ
は
「
互
の
胸
を
掘
り
」
、
「
底
に
弔
意
ひ
入
」

り
、
も
は
や
「
切
り
離
す
事
の
出
来
な
い
一
つ
の
有
…
機
体
」
と
な
り
、
コ
，
一
人

の
精
神
を
組
み
立
て
る
神
経
系
は
、
最
後
の
繊
維
に
至
る
迄
、
互
に
抱
き
合
っ

て
出
来
上
っ
て
み
た
し
と
い
う
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
愛
の
強
調
に
続
い
て
、

語
り
手
は
次
の
よ
う
に
も
語
る
。

 
「
彼
等
は
自
己
の
心
の
あ
る
部
分
に
、
人
に
見
え
な
い
結
核
性
の
恐
ろ
し
い

も
の
が
潜
ん
で
み
る
の
を
、
灰
か
に
自
覚
し
な
が
ら
、
わ
ざ
と
知
ら
ぬ
顔
に
互

と
向
き
合
っ
て
年
を
過
ご
し
た
」
と
い
う
。
そ
の
深
い
「
抱
合
」
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
互
い
の
胸
に
は
「
結
核
性
の
恐
ろ
し
い
も
の
」
が
、
深
い
不
安
の
影
が

あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
不
安
を
か
か
え
た
ま
ま
、
そ
知
ら
ぬ
顔
に
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村
上
春
樹
と
漱
石
 
1
〈
漱
石
的
主
題
〉
を
軸
と
し
て

向
き
あ
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
「
三
度
目
の
胎
児
を
失
っ
た
」

御
米
は
、
改
め
て
罪
の
苛
責
を
感
じ
る
が
、
し
か
し
「
同
寸
責
を
分
っ
て
、
共

に
苦
し
ん
で
呉
れ
る
も
の
は
世
界
中
に
一
人
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
宗
助
も

ま
た
安
井
が
現
わ
れ
る
と
い
う
不
安
を
御
米
に
か
く
し
て
禅
寺
に
赴
く
が
、
指

米
へ
の
手
紙
を
出
し
に
山
を
下
り
、
こ
の
時
「
父
母
未
生
以
前
と
、
御
米
と
、

安
井
に
脅
か
さ
れ
な
が
ら
、
村
の
中
を
う
ろ
つ
い
て
帰
っ
た
」
と
い
う
。

 
こ
の
よ
う
に
両
者
の
〈
抱
合
〉
の
深
さ
を
強
調
し
つ
つ
反
面
、
そ
の
内
面
的

な
乖
離
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
語
ら
れ
る
意
味
は
何
か
。
こ
れ
を
評
者
も
い
う

ご
と
く
、
「
『
和
合
同
棲
』
と
い
う
名
に
値
す
る
一
対
の
男
女
」
、
「
宗
助
と
御
亭

と
い
う
類
稀
れ
な
夫
婦
の
対
な
る
心
と
、
そ
の
静
謹
な
日
常
生
活
」
を
描
こ
う

と
し
た
「
漱
石
の
イ
デ
ー
」
の
、
夢
の
結
晶
と
見
る
こ
と
も
で
き
、
作
者
は
そ

の
夢
の
果
て
ま
で
も
描
き
と
ろ
う
と
し
た
と
い
う
指
摘
（
神
山
睦
美
『
「
門
」
論
』
）

も
頷
け
ぬ
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
〈
対
幻
想
〉
の
夢
の
極
限
を
語

ろ
う
と
す
る
〈
物
語
〉
へ
の
欲
動
と
か
ら
ん
で
、
そ
の
底
に
な
お
癒
し
が
た
い

人
間
の
、
〈
他
者
の
不
可
解
性
〉
を
め
ぐ
る
微
妙
な
心
意
の
葛
藤
を
描
こ
う
と

す
る
、
作
家
の
〈
批
評
の
力
〉
も
ま
た
見
逃
せ
ま
い
。
春
の
到
来
を
告
げ
る
御

米
に
対
し
て
、
「
う
ん
、
然
し
又
ぢ
き
冬
に
な
る
よ
」
と
眩
く
宗
助
の
姿
は
、

こ
こ
で
も
な
お
両
者
の
異
和
の
影
を
語
っ
て
心
に
残
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
も

こ
の
矛
盾
を
超
え
た
救
い
の
到
来
は
無
く
、
物
語
は
閉
じ
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
終
る
。

 
恐
ら
く
村
上
春
樹
が
一
見
く
い
違
っ
た
イ
メ
ー
ジ
の
夫
婦
と
言
い
つ
つ
、
な

お
『
門
』
の
イ
メ
ー
ジ
に
魅
か
れ
た
意
味
も
ま
た
こ
こ
に
あ
ろ
う
。
彼
も
ま
た

多
く
の
謎
を
含
ん
だ
く
他
者
の
不
可
解
性
V
を
問
い
つ
つ
、
あ
え
て
答
え
の
な

い
ま
ま
に
そ
の
作
品
を
閉
じ
よ
う
と
し
た
。
た
し
か
に
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ

ク
ル
』
第
2
部
の
終
末
は
、
一
種
確
信
犯
的
な
ひ
び
き
を
伝
え
る
。
「
あ
な
た

の
中
に
は
何
か
致
命
的
な
死
角
が
あ
る
の
よ
し
と
、
あ
の
奇
妙
な
電
話
の
女
は

言
う
。
間
違
い
な
く
「
あ
の
女
は
ク
ミ
コ
だ
っ
た
」
と
主
人
公
は
気
付
く
。
彼

女
は
「
死
に
物
狂
い
で
そ
の
た
っ
た
ひ
と
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
つ
づ
け
て

い
た
の
だ
。
『
私
の
名
前
を
み
つ
け
て
ち
ょ
う
だ
い
』
と
」
。
「
そ
れ
は
そ
こ
に

あ
る
の
だ
。
」
「
少
な
く
と
も
僕
に
は
待
つ
べ
き
も
の
が
あ
り
、
探
し
求
め
る
べ

き
も
の
が
あ
る
」
。
こ
う
し
て
彼
は
息
を
殺
し
、
耳
を
澄
ま
せ
て
「
そ
こ
に
あ

る
は
ず
の
小
さ
な
声
を
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
。
」
「
そ
こ
で
は
誰
か
が
誰
か
を
呼

ん
で
い
る
。
誰
か
が
誰
か
を
求
め
て
い
る
。
声
に
な
ら
な
い
声
で
。
言
葉
に
な

ら
な
い
言
葉
で
」
。
こ
れ
を
最
後
の
言
葉
と
し
て
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
。

 
こ
の
切
迫
し
た
主
人
公
の
希
求
を
語
り
つ
つ
作
品
を
閉
じ
よ
う
と
す
る
作
者

の
確
信
は
、
た
し
か
に
伝
わ
っ
て
来
る
。
「
あ
な
た
の
中
に
は
何
か
致
命
的
な

死
角
が
あ
る
の
よ
」
と
い
う
、
こ
の
切
迫
し
た
問
い
か
け
は
漱
石
の
作
中
に
も

ま
た
聞
こ
え
て
来
る
。
『
そ
れ
か
ら
』
の
代
助
も
、
『
門
』
の
宗
助
も
、
『
行
人
』

の
一
郎
も
、
ま
た
『
明
暗
』
の
津
田
も
、
た
し
か
に
そ
の
声
を
聴
い
た
は
ず
で

あ
る
。
先
の
『
人
生
』
の
一
文
に
「
吾
人
の
心
中
に
は
底
な
き
三
角
形
あ
り
、

二
辺
並
行
せ
る
三
角
形
あ
る
を
奈
何
せ
ん
」
と
漱
石
は
い
う
。
こ
れ
も
ま
た
〈
漱

石
的
主
題
〉
に
お
け
る
一
主
題
だ
が
、
漱
石
は
作
家
の
裡
な
る
く
物
語
〉
の
力

と
〈
批
評
〉
の
力
と
い
う
、
こ
の
〈
二
野
並
行
〉
の
あ
い
拮
抗
す
る
力
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
を
安
易
に
ク
ロ
ー
ズ
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
〈
底
辺
並
行
〉

の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
〈
小
説
の
力
〉
だ
と
確
信
し
て
い
た
。
『
明
暗
』
の
題

意
に
つ
な
が
る
〈
明
暗
讐
々
〉
の
一
語
も
ま
た
こ
れ
を
指
し
、
そ
の
文
業
の
す

べ
て
の
軌
跡
が
こ
れ
を
語
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
村
上
春
樹
の
『
ね

じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
第
2
部
終
結
に
お
け
る
確
信
も
ま
た
こ
れ
に
つ
な
が

る
。
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し
か
も
あ
え
て
第
3
部
を
書
い
た
、
そ
の
成
果
は
ど
う
か
。
残
念
な
が
ら
こ

こ
で
分
析
す
る
余
裕
は
な
い
。
そ
こ
で
も
ス
ト
ー
リ
ー
・
テ
ー
ラ
ー
と
し
て
の

作
家
の
力
量
は
充
分
に
発
揮
さ
れ
て
は
い
る
が
、
物
語
の
修
羅
場
を
く
ぐ
っ
て
、

な
お
闇
の
深
さ
が
切
り
拓
か
れ
た
と
は
言
え
ま
い
。
な
に
よ
り
も
「
小
説
の
方

が
先
へ
行
っ
て
し
ま
っ
て
、
ぼ
く
自
身
が
つ
い
て
い
け
な
い
」
と
い
う
作
者
の

述
懐
こ
そ
が
す
べ
て
を
語
っ
て
い
よ
う
。
こ
う
し
て
、
恐
ら
く
次
の
待
た
る
べ

き
長
篇
こ
そ
、
そ
の
自
省
を
含
め
て
の
成
果
を
示
す
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
そ
の

前
段
階
と
し
て
書
か
れ
た
の
が
短
篇
連
作
と
し
て
の
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み

な
踊
る
』
の
新
た
な
試
み
で
あ
ろ
う
。

 
 
三

 
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
の
連
作
を
書
く
に
当
っ
て
、
作
者
は
次

の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
と
い
う
。
時
期
は
一
九
九
五
年
二
月
。
す
べ
て
三
人

称
で
書
く
。
長
さ
は
原
稿
紙
四
十
枚
程
度
。
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
の
人
々
を
登
場

さ
せ
る
。
神
戸
の
地
震
が
テ
ー
マ
だ
が
、
神
戸
を
舞
台
に
は
し
な
い
し
、
地
震

も
直
接
的
に
は
書
か
な
い
。
こ
れ
ら
の
規
約
は
「
自
分
に
対
し
て
わ
り
に
挑
戦

的
で
あ
っ
た
」
が
、
ま
た
「
と
て
も
刺
激
的
な
仕
事
」
（
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
『
言

葉
と
い
う
激
し
い
武
器
』
」
）
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
時
期
を

九
五
十
二
月
と
し
た
こ
と
と
、
す
べ
て
三
人
称
で
書
く
と
い
う
所
に
あ
ろ
う
。

三
人
称
で
書
く
と
は
作
者
に
と
っ
て
新
し
い
試
み
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
基
盤

と
な
っ
た
ひ
と
つ
に
は
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
を
書
く
た
め
の
一
年
間
の

作
業
が
あ
っ
た
と
い
う
。
彼
は
九
六
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
ほ
ぼ
一
年
間
か

け
て
、
九
五
年
三
月
に
起
こ
っ
た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
被
害
者
六
二
名
と
会

い
、
そ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
記
録
を
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
と
銘
う
っ
て

村
上
春
樹
と
漱
石
 
一
〈
漱
石
的
主
題
〉
を
軸
と
し
て

出
版
し
た
。

 
「
一
九
九
五
年
三
月
二
〇
日
の
朝
に
、
東
京
の
地
下
で
ほ
ん
と
う
に
何
が
起

こ
っ
た
の
か
？
／
そ
れ
が
私
の
抱
い
て
い
た
疑
問
だ
っ
た
。
と
て
も
単
純
な
疑

問
だ
」
（
傍
点
原
文
）
。
そ
の
時
被
害
者
た
ち
は
何
を
見
、
何
を
感
じ
た
か
、
「
で

き
る
こ
と
な
ら
乗
客
一
人
ひ
と
り
に
つ
い
て
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
、
そ
れ
こ
そ

心
臓
の
鼓
動
か
ら
息
づ
か
い
の
リ
ズ
ム
ま
で
、
具
体
的
に
克
明
に
知
り
た
い
と

思
っ
た
」
。
し
か
し
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
は
要
す
る
に
「
正
義
と
悪
、
正
気

と
狂
気
、
健
常
と
奇
形
の
、
明
白
な
対
立
」
「
目
じ
る
し
の
な
い
悪
夢
」
『
ア
ン

ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
と
い
う
図
式
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
自
分
は
そ
こ
か
ら
何
の

答
え
も
聴
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
一
年
間
の
作
業
は
「
僕
の

世
界
観
の
よ
う
な
も
の
を
揺
る
が
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
言
っ
て
も
、
過
言
で

は
な
い
」
「
三
人
称
と
い
う
新
し
い
視
点
を
と
っ
た
の
も
、
あ
る
い
は
そ
の
影

響
も
あ
る
か
も
し
れ
」
（
前
掲
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）
な
い
と
い
う
。

 
す
で
に
明
ら
か
で
も
あ
ろ
う
。
『
神
の
子
ど
も
た
ち
一
』
で
と
っ
た
三
人

称
と
い
う
視
点
の
背
後
に
サ
リ
ン
事
件
の
問
題
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
作
中
の

時
間
の
す
べ
て
が
九
五
年
二
月
号
い
う
、
一
月
の
地
震
と
三
月
の
サ
リ
ン
の
は

ざ
ま
に
設
定
さ
れ
て
い
る
意
味
も
見
え
て
来
よ
う
。
事
実
、
作
者
は
「
そ
れ
ら

二
つ
の
出
来
事
は
、
別
々
の
も
の
じ
ゃ
な
い
。
ひ
と
つ
を
解
く
こ
と
は
お
そ
ら

く
、
も
う
ひ
と
つ
を
よ
り
明
快
に
解
く
こ
と
に
な
る
は
ず
」
で
あ
り
、
「
そ
れ

は
物
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
心
的
な
こ
と
」
、
ま
た
「
心
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
そ
の
ま
ま
物
理
的
な
こ
と
」
で
あ
り
、
「
僕
は
そ
こ
に
自
分
な
り
の
回
廊

を
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
『
神
戸
で
歩
く
』
）
と
い
う
。
（
こ
れ
は
鈴
村
和

成
『
村
上
作
品
の
最
近
の
黙
示
録
的
語
調
に
つ
い
て
』
か
ら
の
引
用
と
な
る
が
、

我
々
の
推
察
す
る
所
を
作
者
自
身
す
で
に
は
っ
き
り
と
言
い
切
っ
て
い
る
こ
と
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村
上
春
樹
と
漱
石
一
〈
漱
石
的
主
題
〉
を
軸
と
し
て

が
わ
か
る
。
）

 
こ
の
物
理
的
現
象
と
人
間
の
生
み
出
す
心
的
現
象
と
、
そ
の
両
者
に
回
廊
を

つ
け
る
と
い
う
時
、
九
五
年
二
月
と
い
う
時
期
が
選
ば
れ
た
こ
と
の
意
味
は
あ

ざ
や
か
に
見
え
て
来
よ
う
。
こ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
が
〈
地
震
の
あ
と
で
〉

と
い
う
影
を
曳
き
つ
つ
、
や
が
て
来
る
魔
の
影
、
あ
の
サ
リ
ン
事
件
を
予
感
す

る
ご
と
く
人
間
の
備
な
る
暴
力
、
そ
の
闇
の
深
さ
に
作
者
の
眼
の
向
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
も
う
か
が
い
と
れ
よ
う
。
こ
の
外
な
る
自
然
の
暴
力
と
と
も
に
、
ま

た
人
間
の
生
み
出
す
、
そ
の
裡
な
る
暴
力
、
そ
の
闇
の
深
さ
と
は
何
か
。
恐
ら

く
こ
れ
も
ま
た
〈
漱
石
的
主
題
〉
の
一
角
を
な
す
重
い
課
題
で
あ
り
、
再
び
あ

の
『
人
生
』
の
一
文
に
還
れ
ば
、
こ
う
あ
る
。
「
不
測
の
変
外
界
に
起
り
、
思

ひ
が
け
ぬ
心
は
心
の
底
よ
り
出
で
来
る
、
容
赦
な
く
且
乱
暴
に
出
て
来
る
、
海

哺
と
震
災
は
、
常
に
三
陸
と
濃
尾
に
起
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
亦
自
家
三
寸
の
丹

田
中
に
あ
り
、
剣
呑
な
る
哉
」
と
い
う
。

 
こ
の
地
震
は
外
界
の
み
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
人
間
自
身
の
内
面
に
も
起

こ
る
と
い
う
。
こ
れ
が
そ
の
ま
ま
、
『
神
の
子
ど
も
た
ち
一
』
の
作
者
の
言

葉
で
あ
っ
て
も
不
思
議
は
あ
る
ま
い
。
「
思
ひ
が
け
ぬ
心
は
心
の
底
よ
り
出
て

来
る
、
容
赦
且
乱
暴
に
出
て
来
る
」
と
い
う
。
た
し
か
に
巻
頭
の
一
篇
『
U
F

O
が
釧
路
に
降
り
る
』
で
は
、
五
日
の
あ
い
だ
テ
レ
ビ
の
前
で
震
災
の
報
道
を

ず
っ
と
見
続
け
て
い
る
主
人
公
の
妻
が
不
意
に
失
踪
す
る
。
妻
の
残
し
た
書
置

き
に
は
「
問
題
は
、
あ
な
た
が
私
に
何
も
与
え
て
く
れ
な
い
こ
と
で
す
」
と
あ

り
、
「
あ
な
た
と
の
生
活
は
、
空
気
の
か
た
ま
り
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
み

た
い
で
し
た
」
と
い
う
。
そ
の
終
末
、
主
人
公
は
自
分
が
「
中
身
が
な
い
」
、

か
ら
っ
ぽ
の
存
在
だ
と
い
う
不
安
に
お
そ
わ
れ
る
。
こ
の
感
触
は
次
の
『
ア
イ

ロ
ン
の
あ
る
風
景
』
に
あ
っ
て
は
、
一
見
現
代
風
の
勝
気
に
み
え
る
若
い
女
性

が
不
意
に
眩
く
、
「
私
っ
て
か
ら
っ
ぽ
な
ん
だ
よ
」
「
ほ
ん
と
に
何
も
な
い
ん
だ

よ
」
と
い
う
告
白
に
つ
な
が
る
。
こ
れ
を
受
け
と
め
る
中
年
の
画
家
は
「
ア
イ

ロ
ン
の
あ
る
風
景
」
と
題
し
た
絵
を
書
き
上
げ
た
所
だ
が
、
そ
れ
が
実
は
ア
イ

ロ
ン
で
な
い
、
何
か
の
身
代
わ
り
で
、
「
何
か
を
身
代
わ
り
に
し
て
し
か
描
け
」

な
か
っ
た
と
い
う
。
ど
う
や
ら
こ
の
男
は
神
戸
に
家
族
を
残
し
て
こ
の
関
東
の
、

流
木
の
集
ま
る
海
岸
の
一
隅
に
棲
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
も
両
者
の
死
と
生
の
内

を
ゆ
ら
ぐ
存
在
の
あ
や
う
さ
、
希
薄
さ
の
底
に
、
地
震
を
め
ぐ
る
あ
る
深
い
喪

失
感
が
に
じ
む
。

 
こ
こ
で
一
転
し
て
作
者
の
眼
は
サ
リ
ン
事
件
の
背
後
に
ひ
そ
む
闇
の
世
界
に

向
け
ら
れ
て
ゆ
く
。

 
第
三
作
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
は
、
物
語
の
背
景
を
省
略
し
て

い
え
ば
、
主
人
公
の
青
年
が
父
と
信
じ
る
男
の
後
を
つ
け
て
路
地
を
く
ぐ
り
、

人
影
も
な
い
夜
の
野
球
場
に
出
る
。
彼
は
大
地
を
踏
ん
で
踊
り
続
け
る
。
彼
は

恐
ろ
し
げ
な
獣
も
ひ
そ
む
自
身
の
裡
な
る
闇
を
感
じ
る
。
同
時
に
こ
の
大
地
の

底
に
ひ
そ
む
「
深
い
闇
の
不
吉
な
底
鳴
り
」
「
欲
望
を
運
ぶ
人
知
れ
ぬ
暗
流
」
「
ぬ

る
ぬ
る
と
し
た
虫
た
ち
の
良
き
」
「
都
市
を
瓦
礫
の
山
に
変
え
て
し
ま
う
地
震

の
巣
」
を
感
じ
る
。
新
興
宗
教
に
入
っ
た
母
は
慰
問
と
神
戸
の
罹
災
者
の
救
援

活
動
を
続
け
て
い
る
。
そ
の
母
は
若
い
時
は
ふ
し
だ
ら
だ
っ
た
が
二
度
の
中
絶

の
あ
と
、
そ
の
手
術
を
し
て
く
れ
た
医
師
と
か
か
わ
り
な
が
ら
、
生
ま
れ
た
子

は
「
お
方
」
か
ら
授
か
っ
た
神
の
子
だ
と
信
じ
る
。
し
か
し
ひ
と
つ
間
違
え
ば

昔
の
母
と
道
な
ら
ぬ
あ
や
ま
ち
を
犯
し
て
い
た
か
も
知
れ
ぬ
と
思
う
。
し
か
し

そ
れ
も
こ
れ
も
、
ひ
と
の
裡
な
る
「
自
然
な
律
動
」
は
世
界
の
そ
れ
と
つ
な
が
っ

て
無
限
に
め
ぐ
る
。
「
僕
ら
の
心
は
石
で
は
な
い
」
「
石
は
い
っ
か
崩
れ
落
ち
」
「
姿

か
た
ち
を
失
う
か
も
し
れ
」
ぬ
が
、
「
心
は
崩
れ
」
ぬ
。
「
僕
ら
は
そ
の
か
た
ち
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な
き
も
の
を
、
善
き
も
の
で
あ
れ
、
悪
し
き
も
の
で
あ
れ
、
ど
こ
ま
で
も
伝
え

あ
う
こ
と
が
で
き
る
L
。
「
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
の
で
す
」
と
眩
き
つ

つ
彼
は
踊
り
続
け
る
。

 
ひ
と
の
裡
な
る
「
自
然
な
律
動
」
は
世
界
の
そ
れ
と
か
さ
な
る
と
い
う
作
者

は
、
人
間
の
裡
な
る
く
自
然
〉
の
混
沌
を
世
界
の
そ
れ
と
か
さ
ね
て
凝
視
す
る
。

こ
の
主
題
は
次
の
『
タ
イ
ラ
ン
ド
』
で
は
、
か
つ
て
自
分
に
子
供
を
生
ま
せ
な

か
っ
た
男
へ
の
主
人
公
の
憎
し
み
を
語
り
、
「
あ
る
意
味
で
は
、
あ
の
地
震
を

引
き
起
こ
し
た
の
は
私
だ
っ
た
の
だ
」
。
「
あ
の
男
が
私
の
心
を
石
に
変
え
、
私

の
身
体
を
石
に
変
え
た
の
だ
」
と
彼
女
は
眩
く
。
こ
の
人
間
の
憎
し
み
、
邪
悪

な
憎
念
の
極
ま
る
所
、
何
が
起
こ
る
か
。
作
者
は
地
震
と
サ
リ
ン
事
件
を
か
さ

ね
て
一
種
寓
話
的
な
展
開
の
な
か
で
描
き
出
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
次
の
『
か

え
る
く
ん
、
東
京
を
救
う
』
で
あ
り
、
巨
大
な
蛙
が
主
人
公
の
前
に
あ
ら
わ
れ

る
所
か
ら
物
語
は
始
ま
る
。
地
下
に
ひ
そ
む
巨
大
な
〈
み
み
ず
く
ん
〉
が
地
震

を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
。
「
今
の
彼
は
、
こ
の
ま
ま
放
置
で
き
な
い

く
ら
い
危
険
な
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。
み
み
ず
く
ん
の
心
と
身
体
は
、
長
い

あ
い
だ
に
吸
引
蓄
積
さ
れ
た
様
々
な
憎
し
み
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
ほ
ど
大
き

く
膨
れ
上
が
っ
て
い
ま
す
。
お
ま
け
に
彼
は
先
月
の
神
戸
の
地
震
に
よ
っ
て
、

心
地
の
良
い
深
い
眠
り
を
唐
突
に
破
ら
れ
」
「
そ
の
こ
と
で
彼
は
深
い
怒
り
に

示
唆
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
啓
示
を
得
ま
し
た
」
「
よ
し
、
そ
れ
な
ら
自
分
も
こ
の

東
京
の
街
で
大
き
な
地
震
を
ひ
き
起
こ
し
て
や
ろ
う
と
決
心
し
た
の
で
す
」
と

い
う
。

 
こ
の
寓
話
的
な
語
り
の
な
か
に
何
が
寓
さ
れ
て
い
る
か
は
す
で
に
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
巨
大
な
か
え
る
く
ん
は
主
人
公
に
協
力
を
頼
み
、
こ
れ
を
防
ご
う
と

す
る
。
し
か
し
主
人
公
が
そ
の
直
前
な
に
も
の
か
に
撃
た
れ
昏
倒
し
て
い
る
内

村
上
春
樹
と
漱
石
 
1
〈
漱
石
的
主
題
〉
を
軸
と
し
て

に
一
切
は
終
り
、
そ
の
夢
の
な
か
に
深
傷
を
負
っ
た
か
え
る
く
ん
が
現
れ
、
あ

な
た
は
「
夢
の
中
で
し
っ
か
り
と
ぼ
く
を
助
け
て
く
れ
」
た
と
い
う
。
あ
な
た

は
何
も
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
が
、
そ
れ
で
い
い
。
「
激
し
い
闘
い
は
想
像
力

の
中
で
お
こ
な
わ
れ
」
「
そ
れ
こ
そ
が
ぼ
く
ら
の
戦
場
で
す
」
と
か
え
る
く
ん

は
い
う
。
〈
想
像
力
の
戦
場
〉
と
い
う
時
、
作
者
の
語
ろ
う
と
す
る
意
味
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
目
覚
め
た
あ
と
、
「
目
に
見
え
る
も
の
が
ほ
ん
と
う
の
も
の

と
は
限
ら
な
い
」
と
主
人
公
は
眩
く
。
一
作
一
作
と
作
品
の
展
開
の
な
か
で
、

作
者
の
モ
チ
ー
フ
の
所
在
は
明
ら
か
と
な
り
、
作
者
は
そ
の
す
べ
て
を
ク
ロ
ー

ズ
す
る
一
篇
と
し
て
、
書
下
ろ
し
の
最
後
の
作
品
『
蜂
蜜
パ
イ
』
を
書
い
た
と

い
う
。
も
は
や
こ
の
作
品
の
詳
細
に
ふ
れ
る
余
裕
は
な
い
が
、
作
家
で
あ
る
主

人
公
は
「
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
小
説
を
書
こ
う
」
と
思
う
。
「
夜
が
明
け
て
あ

た
り
が
明
る
く
な
り
、
そ
の
光
の
中
で
愛
す
る
人
々
を
し
っ
か
り
と
抱
き
し
め

る
こ
と
を
、
誰
か
が
夢
見
て
待
ち
わ
び
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
小
説
を
」
と

い
う
。
「
で
も
今
は
と
り
あ
え
ず
こ
こ
に
い
て
」
、
「
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
箱
に

入
れ
さ
せ
た
り
は
し
な
い
。
た
と
え
空
が
落
ち
て
き
て
も
、
大
地
が
音
を
立
て

て
裂
け
て
も
」
と
い
う
。
こ
こ
で
作
品
は
終
る
が
、
作
者
が
こ
れ
を
も
っ
て
こ

の
一
巻
を
集
約
し
、
ク
ロ
ー
ズ
し
ょ
う
と
し
た
意
図
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
こ
の
結
末
を
肯
定
的
に
み
る
評
価
も
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
作
品
本
来
の

モ
チ
ー
フ
と
は
違
っ
た
「
作
家
の
倫
理
」
の
完
全
な
「
変
換
」
で
は
な
い
か
と

い
う
否
定
的
な
評
価
も
あ
っ
た
（
福
田
和
也
「
『
正
し
い
』
と
い
う
事
、
あ
る

い
は
神
の
子
ど
も
た
ち
は
『
新
し
い
結
末
』
を
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
？
1
村

上
春
樹
『
神
の
子
ど
も
た
ち
は
み
な
踊
る
』
論
l
」
）
。
こ
こ
で
も
評
価
は
分
れ

る
が
、
こ
の
結
末
は
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
2
部
か
ら
3
部
へ
と
同
様
、

〈
物
語
の
力
〉
が
く
批
評
の
力
〉
を
超
え
た
と
い
う
判
断
で
は
片
付
く
ま
い
。
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村
上
春
樹
と
漱
石
 
-
〈
漱
石
的
主
題
〉
を
軸
と
し
て

あ
え
て
言
え
ば
村
上
春
樹
と
い
う
作
家
に
お
け
る
、
新
た
な
く
倫
理
の
力
V
の

胎
動
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
あ
の
サ
リ
ン
の
被
害
者
た
ち
と
の

対
面
を
通
し
て
「
僕
の
世
界
観
の
よ
う
な
も
の
を
揺
る
が
し
た
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
う
、
そ
の
倫
理
的
な
深
い
体
感
の
深
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼

は
『
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
』
に
続
い
て
、
『
約
束
さ
れ
た
場
所
で
』
で
は
オ

ウ
ム
の
信
者
た
ち
と
も
対
面
を
か
さ
ね
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
の
す
べ
て
は
人
間

と
し
て
、
作
家
と
し
て
「
明
確
な
ひ
と
つ
の
視
座
で
は
な
く
、
明
確
な
多
く
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
テ
リ
ア
ル

視
座
を
作
り
出
す
の
に
必
要
な
血
肉
の
あ
る
材
料
で
あ
る
」
（
『
約
束
さ
れ
た

場
所
で
』
ま
え
が
き
）
と
い
う
。

 
こ
の
連
作
短
篇
集
は
次
の
大
作
へ
の
ス
テ
ッ
プ
だ
と
彼
は
言
う
。
自
分
は
長

距
離
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
り
、
長
篇
で
こ
そ
よ
り
深
く
自
分
の
〈
井
戸
を
掘
る
〉
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
。
〈
井
戸
を
掘
る
〉
と
は
処
女
作
『
風
の
歌
を
聴
け
』
以

来
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
こ
の
最
後
は
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
で
終
る
。
〈
昼
の
光
に
、

夜
の
闇
の
深
さ
が
わ
か
る
も
の
か
〉
。
こ
の
作
家
本
来
の
〈
物
語
る
力
X
批
評

の
力
〉
に
新
た
な
〈
倫
理
の
力
〉
を
加
え
て
、
彼
は
よ
り
深
い
闇
に
迫
っ
て
ゆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

く
こ
と
が
で
き
る
か
。
〈
画
龍
に
向
っ
て
漫
り
に
晴
を
点
ず
る
を
休
め
よ
／
画

龍
の
躍
る
処
、
妖
雲
横
た
わ
る
〉
と
は
晩
期
漱
石
の
漢
詩
（
一
九
一
六
・
一
〇
・

三
）
に
言
う
所
で
あ
る
。
〈
画
龍
〉
な
ら
ぬ
く
真
龍
〉
を
求
め
る
道
は
な
お
遠
い
。

だ
と
し
て
も
時
代
の
闇
に
、
よ
り
深
い
存
在
論
的
な
闇
を
か
さ
ね
て
、
次
作
が

ど
う
展
開
す
る
か
。
そ
こ
に
大
江
健
三
郎
に
お
け
る
〈
ヒ
ロ
シ
マ
以
後
〉
、
あ

る
い
は
遠
藤
周
作
の
〈
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ
以
後
〉
な
ら
ぬ
、
村
上
春
樹
に
お
け

る
〈
サ
リ
ン
以
後
〉
と
い
う
王
題
が
ひ
そ
む
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
大
江
健
三

郎
の
『
宙
返
り
』
を
超
え
る
野
心
的
な
実
験
こ
そ
が
望
ま
れ
よ
う
。
『
カ
ラ
マ

ゾ
フ
の
兄
弟
』
を
自
分
の
理
想
の
小
説
と
い
う
村
上
春
樹
に
と
っ
て
、
次
作
の

深
ま
り
こ
そ
は
期
待
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
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