
遠
藤
周
作
の
方
法

ー

l
l『
黄
色
い
人
』
ノ

I
ト

|

|

(
前
略
)
私
の
経
験
か
ら
い
う
と
、
小
説
家
と
い
う
の
は
、
た
い
て
い
自
然
描

写
で
も
む
だ
は
書
き
ま
せ
ん
。
な
ん
ら
か
、
主
人
公
の
魂
を
も
っ
と
は
っ
き
り

あ
ら
わ
す
た
め
に
自
然
描
写
を
つ
か
う
場
合
が
多
い
。
(
「
私
と
外
国
文
学
」
)

批
評
家
と
し
て
そ
の
文
学
的
出
発
を
し
た
遠
藤
周
作
は
、
二
十
世
紀
フ
ラ
ソ
ス
・

カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
を
彼
の
文
学
の
師
と
し
て
き
た
。
カ
ト
リ
ヅ
ク
教
徒
で
あ
る
遠
藤

が
、
そ
の
信
仰
確
立
の
道
程
を
文
学
に
と
っ
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
幸
福
な
、
ま

た
反
面
苛
酷
な
道
で
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
が
二

十
世
紀
カ
ト
リ
ッ
グ
文
学
、
フ
ラ
ソ
ソ
ワ
・
モ

1
リ
ヤ
y
ク
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ベ
ル

ナ
ノ
ス
等
の
小
説
か
ら
学
び
、
吸
収
し
た
も
の
、
そ
れ
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ

ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
象
徴
的
手
法
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
に
つ
い
て
、
『
黄
色

い
人
』
を
素
材
と
し
て
さ
さ
や
か
な
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

遠
藤
周
作
の
初
期
小
説
(
高
橋
た
か
子
氏
は
遠
藤
の
闘
病
生
活
以
前
を
も
っ
て
前

ゆ

主

唱

A

期
と
じ
、
武
同
友
寿
民
は
、
『
白
い
人
』
以
前
の
批
評
家
時
代
を
第
一
期
、
そ
れ
以
後

注
2

第
二
回
の
フ
ラ
ソ
ス
留
学
へ
の
出
発
ま
で
を
第
二
期
と
し
て
い
る
。
私
が
と
こ
で
初

期
小
説
と
す
る
の
は
、
高
橋
氏
の
前
期
、
武
田
民
の
第
二
期
に
当
た
る
も
の
を
い

rム~

局

尾

俊

彦

ぅ
。
〉
は
、
と
か
く
論
理
が
先
に
立
っ
て
難
解
で
あ
り
、
未
消
化
だ
と
評
す
る
む
き
も

あ
る
。
遠
藤
周
作
の
『
白
い
人
』
に
は
、
評
論
家
と
し
て
出
発
し
た
遠
藤
の
観
念
性

が
い
ま
だ

ι

色
濃
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
象
徴
的
な
方
法
が
お
も
し
ろ
く
も
あ
り
、

時ま

q
u

ま
た
難
し
く
も
あ
る
、
と
す
る
渡
部
芳
紀
氏
の
評
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

小
論
が
意
図
す
る
と
こ
ろ
も
、
被
の
初
期
小
説
が
難
解
だ
と
さ
れ
る
、
そ
の
難
解

さ
の
因
子
を
な
す
と
と
ろ
の
象
徴
的
手
法
に
つ
い
て
、
作
品
中
の
語
句
を
拾
い
あ
げ

て
考
察
を
加
え
、
小
説
『
責
色
い
人
』
の
注
解
的
ノ
1
ト
を
作
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

「
キ
リ
ス
ト
教
小
説
で
は
、
自
然
描
写
を
お
ろ
そ
か
に
読
ん
で
は
な
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
遠
藤
は
、
自
然
描
写
の
も
つ
意
義
を
く
り
返
し
具
体
例
を
引
き
つ
つ
説
く
。

そ
の
彼
が
キ
リ
ス
ト
教
小
説
に
そ
の
象
徴
的
手
法
を
学
ん
で
最
た
る
も
の
は
、
や
は

り
フ
ラ
ソ
ソ
ワ
・
毛

l
p
ヤ
γ
グ
で
あ
ろ
う
。
評
論
「
フ
ラ
ソ
ソ
ワ
・
モ

1
リ
ヤ
y

ク
」
は
、
遠
藤
の
第
一
回
フ
ラ
ソ
ス
留
学
出
発
の
年
に
発
表
さ
れ
た
。

作
品
に
あ
ら
わ
れ
る
自
然
描
写
は
い
や
応
な
し
に
そ
の
作
家
の
神
に
対
す
る
位

置
を
露
に
す
る
。
当
時
少
年
で
あ
り
な
が
ら
既
に
貴
方
は
ラ
ソ
ド
の
瞬
野
に
燃

え
あ
が
る
斜
陽
の
炎
と
煙
の
な
か
に
人
聞
の
肉
欲
の
業
火
を
眺
め
、
樹
々
の
か

な
し
げ
な
響
き
に
彼
等
の
、
永
遠
の
歎
き
を
聴
く
ほ
ど
早
熟
で
あ
っ
た
。
後
年

貴
方
は
自
然
描
写
す
る
際
他
の
カ
ト
リ
γ

ク
詩
人
の
よ
う
に
自
然
の
な
か
に
創

47 
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造
主
の
秩
序
、
超
自
然
の
や
さ
し
さ
、
無
限
の
休
息
を
知
る
す
べ
を
知
ら
な
か

っ
た
。
同
じ
信
仰
者
で
あ
り
な
が
ら
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ベ
ル
ナ
ノ
ス
と
貴
方
と

は
、
震
え
る
野
、
ち
ぎ
れ
る
雨
雲
の
中
に
さ
え
人
間
の
悶
え
、
人
間
の
悔
恨
、

人
間
の
業
火
を
托
し
措
い
た
の
で
あ
っ
た
…
…
。

こ
の
少
々
気
負
っ
た
文
章
で
書
か
れ
た
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
論
は
、
そ
れ
だ
け
に
筆
者

の
対
象
に
迫
る
熱
気
を
充
分
読
む
者
に
感
じ
さ
せ
る
。
そ
し
て
遠
藤
は
、
フ
ラ
ソ
ス

留
学
最
初
の
夏
休
み
を
、
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
「
ほ
と
ん
ど
の
作
品
の
舞
台
」
で
あ
る

マ
ラ
ガ
ー
ル
地
方
の
探
訪
に
費
や
す
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
小
説
『
黄
色
い
人
』
の
舞
台
は
、
作
者
遠
藤
が
少
年
時
代
を
過
ご
し

た
彼
の
故
郷
と
も
い
う
べ
き
神
戸
仁
川
の
地
で
あ
る
。
そ
こ
は
ま
さ
に
モ
ー
リ
ヤ
ッ

ク
に
お
け
る
マ
ラ
ガ
ー
ル
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
同
質
性
を
遠
藤
は
充
分
意
識

し
て
い
る
。
既
に
前
述
し
た
評
論
「
フ
ラ
ソ
ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
」
　
に
お
い
て
つ

ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

此
の
ノ
ー
ト
を
と
る
為
に
数
年
前
、
は
じ
め
て
貴
方
の
作
品
を
読
ん
だ
六
甲
山

の
ふ
も
と
に
ぼ
く
は
帰
っ
て
来
た
。
貴
方
の
あ
ら
ゆ
る
作
品
の
舞
台
で
あ
る
マ

ラ
ガ
ー
ル
地
方
に
も
似
て
、
こ
こ
は
潅
木
と
赤
松
の
林
が
群
が
り
、
い
く
た
び

か
の
山
火
事
で
焼
け
焦
げ
た
丘
に
は
茶
褐
色
の
岩
石
の
肌
が
き
ら
め
く
。
そ
の

は
ざ
ま
を
武
庫
川
に
つ
な
が
る
細
川
が
削
り
彫
り
つ
け
て
い
る
風
景
は
貴
方
の

こ
と
を
考
え
る
に
相
応
し
か
っ
た
。
黄
昏
、
ま
だ
昼
間
の
熱
気
、
草
い
き
れ
を

革
ん
で
い
る
谷
の
斜
面
を
歩
き
、
赤
松
林
の
な
か
で
砂
を
含
ん
だ
風
に
す
れ
あ

う
樹
々
の
叫
び
に
ぼ
く
は
耳
を
か
た
む
け
た
の
で
あ
っ
た
。
む
こ
う
の
丘
の

上
、
垂
心
修
道
院
か
ら
夕
の
お
告
げ
の
鐘
が
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
『
黄
色
い
人
』
に
措
か
れ
た
仁
川
は
、
こ
れ
と
は
大
変
異
な
る
。

お
な
じ
阪
神
の
住
宅
地
で
も
芦
屋
や
御
影
と
ち
が
い
、
こ
こ
は
空
気
も
乾
き
土

地
の
色
も
白
く
、
ふ
し
ぎ
に
異
国
の
小
さ
な
田
舎
村
の
よ
う
な
風
景
を
も
っ
て

い
ま
し
た
。
そ
れ
は
武
庫
川
の
支
流
で
あ
る
仁
州
が
そ
こ
か
ら
流
れ
る
、
ま
る

い
死
火
山
の
甲
山
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
花
崗
岩
質
の
丘
の
た
た
ず
ま
い
の
せ
い

で
し
た
。

あ
の
茶
褐
色
の
岩
石
の
肌
は
、
白
い
花
崗
岩
の
丘
と
な
り
、
昼
間
の
熱
気
、
草
い

き
れ
を
含
ん
だ
空
気
は
、
乾
い
た
空
気
と
措
写
さ
れ
る
。
前
者
は
、
『
テ
レ
ー
ズ
・

デ
ス
ケ
ル
ウ
』
の
世
界
と
の
同
質
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
の
描
写
で
あ
り
、
赤
松
林

の
火
事
は
そ
の
地
の
人
々
の
死
活
問
題
と
も
な
り
、
テ
レ
ー
ズ
を
罪
の
世
界
に
誘
い

込
む
重
要
な
要
因
に
も
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
仁
川
の
赤
松
林
も
い
く
た
び
か
の

山
火
事
に
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
神
か
悪
魔
か
、
霊
か
肉
か
の
厳

し
い
嘉
藤
の
世
界
で
あ
る
。
一
方
、
『
黄
色
い
人
』
の
世
界
は
、
惰
性
に
生
き
る
日
本

人
の
虚
無
の
世
界
で
あ
り
、
仁
川
は
「
日
本
の
土
地
で
あ
り
な
が
ら
、
に
せ
の
異
国

風
景
を
い
か
に
も
小
賢
し
く
作
り
あ
げ
た
」
だ
け
の
土
地
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
は
黄
色
い
人
が
入
信
し
た
白
い
人
の
宗
教
、
と
い
う
「
和
洋
折
衷
」
の
舞

台
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
ふ
る
さ
と
と
、
遠
藤
周
作
の
そ
れ
と
は

所
詮
異
質
で
あ
を
。
そ
の
こ
と
を
遠
藤
は
フ
ラ
ソ
ス
留
学
で
、
そ
し
て
ラ
ソ
ド
地
方

の
探
訪
で
発
見
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

白
い
人
と
黄
色
い
人
の
世
界
、
そ
の
異
質
性
は
さ
て
お
い
て
、
遠
藤
が
フ
ラ
ソ

ス
・
カ
ト
リ
ッ
ク
文
学
か
ら
学
ん
だ
小
説
手
法
は
、
確
実
に
彼
の
小
説
に
受
容
さ
れ

て
い
る
。
遠
藤
が
、
文
学
理
論
転
よ
っ
て
鎧
わ
れ
た
批
評
家
と
し
て
出
発
し
た
作
家

で
あ
る
だ
け
に
、
殊
に
そ
の
初
期
小
説
で
は
受
容
の
跡
が
あ
ら
わ
に
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

二

遠
藤
周
作
が
小
説
の
象
徴
的
手
法
を
重
視
し
た
こ
と
は
、
前
節
冒
頭
の
引
用
文
か

ら
も
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
し
、

わ
れ
わ
れ
に
は
、
葡
萄
畠
、
炎
天
の
下
で
、
地
に
這
い
、
（
中
略
）
焼
き
こ
が

れ
て
い
る
葡
萄
畠
の
風
景
か
ら
聖
書
に
あ
る
「
葡
萄
」
「
か
り
入
れ
」
「
休
息
」

の
旬
の
持
つ
象
徴
的
な
意
味
を
思
い
う
か
べ
る
事
は
非
常
に
む
つ
か
し
い
の
で

す
。
作
家
の
秘
密
は
往
々
に
し
て
、
そ
の
自
然
描
写
に
発
見
さ
れ
る
の
で
す
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（
下
略
）
（
『
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
』
）

と
い
う
文
章
に
は
、
よ
り
具
体
的
な
も
の
へ
の
言
及
が
み
ら
れ
る
。
遠
藤
は
何
よ
り

も
ま
ず
聖
書
を
ひ
も
ど
く
人
で
あ
る
。
そ
れ
を
眼
光
紙
背
に
徹
す
と
い
う
の
か
、
行

間
を
読
む
と
い
う
の
か
、
は
た
ま
た
作
家
の
想
像
力
の
奔
放
さ
と
い
う
の
か
、
と
も

か
く
彼
は
聖
書
の
描
写
の
片
言
隻
句
に
も
こ
だ
わ
る
。

ユ
ダ
が
一
人
、
最
後
の
晩
餐
の
家
を
出
た
時
、
「
外
は
既
に
闇
な
り
き
」
と
あ

る
が
、
こ
の
間
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
ほ
ど
、
そ
の
時
の
ユ
ダ
の
孤
独
感
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
彼
が
や
が
て
首
を
く
く
っ
て
死
ぬ
場
面
と
、
こ
の
間

と
は
あ
ま
り
に
も
照
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
「
ユ
ダ
を
迎
え
た
閤
」
）

こ
れ
も
そ
の
一
例
と
い
え
よ
う
か
。
黄
昏
の
光
に
レ
ソ
ブ
ラ
ソ
ト
光
線
、
神
の
恩

寵
を
象
徴
さ
せ
、
星
に
メ
シ
ア
の
待
望
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
の
は
遠
藤
の
創
意
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
が
。

と
こ
ろ
で
、
遠
藤
が
鳥
や
犬
の
眼
を
く
り
返
し
そ
の
小
説
に
登
場
さ
せ
る
こ
と

は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
自
身
そ
の
意
味
を
つ
ぎ
の

よ
う
に
説
明
す
る
。

私
は
犬
や
鳥
が
好
き
な
の
は
、
犬
や
鳥
の
京
し
そ
う
な
眼
に
、
今
い
っ
た
よ
う

な
廃
嘘
の
も
つ
　
「
限
」
と
同
じ
も
の
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
犬
や
鳥
は
我
々

人
間
を
じ
っ
と
あ
の
眼
で
み
る
。
河
や
廃
墟
も
我
々
人
間
を
じ
っ
と
あ
の
眼
で

み
る
。
そ
の
眼
か
ら
私
は
人
間
を
見
て
い
る
基
膏
の
眼
を
連
想
し
て
し
ま
う
。

（
『
狐
狸
庵
閑
話
』
〝
廃
墟
の
限
″
）

既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
神
と
か
キ
リ
ス
ト
と
い
う
こ
と
ば
に
何
か
気
恥
か
し
さ
を

覚
え
る
遠
藤
は
、
そ
の
代
り
に
「
彼
」
と
か
「
あ
の
人
」
と
い
っ
た
呼
び
方
を
す

る
。
「
〝
犬
の
限
″
と
か
　
〝
鳥
の
限
″
あ
る
い
は
虫
と
い
っ
た
象
徴
的
な
も
の
で
、

イ
エ
ス
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
に
重
ね
合
わ
せ
て
、
し
か
も
イ
エ
ス
の
顔
な
ど
l
度
も
出

さ
な
い
と
い
う
よ
う
に
ね
」
（
「
新
た
な
決
意
」
）
と
も
い
う
。

今
私
は
「
気
取
か
し
き
」
と
表
現
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
汎
神
的

世
界
に
住
む
日
本
人
に
は
所
詮
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
l
神
的
な
神
や
キ
リ
ス
ト
を
、

日
本
人
に
も
感
受
で
き
る
も
の
に
よ
っ
て
表
象
す
る
の
だ
と
も
い
う
。
抽
象
的
な
神

を
描
き
出
す
こ
と
は
容
易
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
を
具
象
的
、
感
覚
的
に
捉
え
さ
せ

る
た
め
の
手
法
が
、
小
論
で
考
察
す
る
イ
メ
ー
ジ
や
シ
ソ
ポ
ル
的
方
法
で
あ
る
。

『
白
い
人
』
の
姐
に
キ
リ
ス
ト
の
象
徴
を
み
る
評
者
も
い
る
が
、
そ
れ
も
あ
な
が
ち

付
会
と
は
い
い
き
れ
ま
い
。
そ
の
ひ
そ
み
に
な
ら
っ
て
、
以
下
小
説
『
黄
色
い
人
』

に
現
わ
れ
る
動
植
物
を
中
心
に
、
そ
こ
に
作
者
が
こ
め
た
イ
メ
ー
ジ
、
象
徴
的
意
味

を
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

ア
　
蛙
（
デ
ュ
ラ
ソ
が
初
め
て
キ
ミ
コ
と
姦
淫
の
罪
を
犯
し
た
夜
、
教
会
の
周
り
で

鳴
く
蛙
の
声
。
）

『
イ
メ
ー
ジ
・
シ
ソ
ボ
ル
事
典
』
（
以
下
の
記
述
に
は
、
同
書
か
ら
多
く
の
示
唆
を

得
た
。
な
お
、
以
下
『
事
典
』
と
記
す
。
）
に
よ
る
と
、
蛙
は
嫌
悪
の
対
象
だ
と
い

う
。
旧
約
聖
書
出
エ
ジ
プ
ト
記
第
八
章
で
は
、
モ
ー
セ
が
パ
ロ
に
イ
ス
ラ
エ
ル
人
を

エ
ジ
プ
ト
か
ら
出
国
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
の
に
対
し
、
パ
ロ
は
そ
れ
を
拒
ん
だ
。

そ
こ
で
モ
ー
セ
は
ナ
イ
ル
河
の
蛙
に
よ
っ
て
エ
ジ
プ
ト
全
土
を
お
お
あ
せ
た
、
と
記

す
。
こ
れ
以
後
蛙
は
、
生
命
力
と
再
生
の
シ
ソ
ボ
ル
の
座
か
ら
嫌
悪
の
対
象
へ
転
落

し
た
と
『
事
典
』
は
い
う
。
新
約
聖
書
黙
示
録
第
十
六
章
に
は
、
龍
な
ど
の
口
か

ら
「
か
え
る
の
よ
う
な
三
つ
の
汚
れ
た
霊
が
出
て
き
た
」
と
あ
り
、
『
事
典
』
は
こ
れ

を
不
純
な
る
精
神
だ
と
し
、
ま
た
、
は
か
な
い
快
楽
（
ハ
エ
）
に
飛
び
つ
く
も
の
と

い
っ
た
記
述
も
す
る
。
ま
さ
に
小
説
の
こ
の
場
面
に
お
け
る
デ
三
フ
ソ
の
行
為
は
、

厭
う
べ
き
不
純
な
行
為
で
あ
り
、
彼
は
快
楽
に
飛
び
つ
い
た
者
と
い
い
え
よ
う
か
。

デ
三
フ
ソ
の
日
記
十
二
月
五
日
の
項
に
は
、
「
湿
気
の
こ
も
っ
た
あ
の
日
本
の

夏
、
私
と
キ
ミ
コ
と
は
瞑
れ
た
坤
き
声
を
窓
の
外
に
き
き
な
が
ら
、
怖
ろ
し
い
情
欲

の
業
に
と
り
憑
か
れ
て
い
た
」
と
あ
る
。

イ
　
蛾
（
蛙
と
同
場
面
。
）

『
事
典
』
は
、
マ
タ
イ
伝
第
六
章
に
よ
っ
て
「
堕
落
」
と
記
す
。
ま
た
「
破
壊
者
」

と
も
す
る
が
、
こ
れ
も
こ
の
場
面
に
適
合
す
る
解
釈
で
あ
ろ
う
か
。
『
オ
デ
ユ
セ
イ
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ア
』
と
『
オ
セ
ロ
』
と
を
引
い
て
、
他
人
の
金
で
暮
ら
す
怠
け
者
（
特
に
女
性
）
、

平
和
を
む
さ
ぼ
る
者
と
い
っ
た
説
明
も
す
る
が
、
こ
れ
を
デ
ュ
ラ
ソ
に
当
て
は
め
た

ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
キ
ミ
コ
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
場
面
に
蛙

と
蛾
を
登
場
さ
せ
た
遠
藤
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
キ
、
、
、
コ
は
こ

の
作
品
で
は
、
エ
バ
と
し
て
の
女
、
誘
惑
の
女
で
あ
る
。

ウ
　
蝉
（
関
西
大
風
水
害
の
後
、
茫
然
と
し
て
い
る
人
々
。
デ
ユ
ラ
ソ
と
キ
・
、
、
コ
の

出
会
い
は
こ
の
時
で
あ
る
。
）

茫
然
と
気
の
ぬ
け
た
よ
う
な
顔
を
し
て
、
む
か
し
の
自
分
の
家
の
部
分
に
腰
を

お
ろ
し
て
い
る
老
人
も
い
た
。
そ
れ
だ
の
に
、
あ
た
り
の
空
気
を
も
っ
と
悲
し

く
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
、
彼
の
背
中
の
上
で
し
き
り
に
鳴
く
蝉
の
声
だ
っ
た
。

『
事
典
』
で
は
、
移
ろ
い
や
す
さ
、
現
世
の
は
か
な
さ
と
説
明
し
、
ま
た
T
・
S
・

エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
を
引
い
て
、
宗
教
、
情
緒
な
ど
の
硬
直
を
表
す
と
す
る

が
、
『
黄
色
い
人
』
で
は
「
あ
た
り
の
空
気
を
も
っ
と
悲
し
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
」
と

し
て
い
る
の
で
、
作
者
の
意
図
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
地
上
に
出
て
か
ら
の
短
い
蝉

の
l
生
か
ら
、
こ
の
世
の
は
か
な
さ
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
至
極
自
然
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
月
並
と
も
い
え
よ
う
。
キ
ミ
コ
に
代
表
き
れ
る
日
本
人
の
無
感
動
な
、
虚

無
的
心
情
が
こ
の
蝉
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
と
考
え
て
は
、
付
会
に
過
ぎ
よ
う
か
。

エ
　
小
寓
（
キ
ミ
コ
、
千
葉
に
代
表
さ
れ
る
黄
色
人
特
有
の
細
長
い
濁
っ
た
限
、
そ

れ
は
死
ん
だ
小
禽
の
眼
を
デ
ュ
ラ
ソ
に
連
想
さ
せ
た
。
）

「
鳥
」
に
つ
い
て
『
事
典
』
は
、
キ
リ
ス
ト
お
よ
び
サ
タ
ソ
が
有
す
る
種
々
の
シ

ソ
ポ
ル
を
共
有
し
て
お
り
、
鳥
に
は
両
面
的
な
象
徴
的
意
味
が
あ
る
と
記
す
。
こ
の

両
面
性
に
か
か
わ
る
よ
う
な
記
述
が
遠
藤
に
も
あ
る
。

私
は
鳥
の
限
と
い
う
の
が
好
き
だ
。
鳥
の
限
と
い
う
の
を
見
て
い
て
あ
き
た
こ

と
が
な
い
。
あ
る
角
度
か
ら
見
る
と
冷
た
い
非
人
間
的
な
隈
な
の
に
、
別
の
角

度
か
ら
み
る
と
、
笈
し
み
を
じ
っ
と
た
た
え
た
よ
う
な
眼
で
あ
る
。
（
『
狐
狸
庵

閑
話
』
〝
鳥
″
）

同
趣
旨
の
こ
と
を
、
短
篇
『
四
十
歳
の
男
』
で
も
書
い
て
い
る
。
「
冷
た
い
非
人

間
的
な
」
も
の
と
、
「
京
し
み
を
じ
っ
と
た
た
え
た
よ
う
な
限
」
、
後
者
は
前
節
で
も

述
べ
た
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
の
限
、
神
の
眼
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
小
説
の
小
禽

の
眼
は
前
者
の
非
人
間
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
「
そ
の
ど
ん
よ
り
し
た
視
線
は
私
た
ち

白
人
が
な
ぜ
か
不
気
味
疫
さ
え
感
ず
る
無
感
動
な
も
の
、
非
情
な
も
の
が
あ
る
の

だ
。
そ
れ
は
神
と
罪
と
に
無
感
覚
な
眼
で
あ
り
、
死
に
た
い
す
る
無
感
動
な
隈
だ
っ

た
」
と
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
は
直
接
の
関
連
は
な
い
が
、
『
事
典
』
で
は
民
間
伝
承
と
し
て
、

「
鳥
は
と
き
に
身
代
り
の
役
目
を
ほ
た
す
こ
と
が
あ
る
」
と
記
す
が
、
『
四
十
歳
の

男
』
の
九
官
鳥
は
、
主
人
公
能
勢
の
生
死
を
か
け
た
肺
手
術
の
最
中
に
、
そ
の
身
代

り
で
あ
る
か
の
よ
う
に
死
ん
で
い
っ
た
。
（
〝
四
十
歳
″
と
は
、
使
徒
行
伝
に
よ
れ

ば
モ
ー
セ
が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
を
エ
ジ
プ
ト
か
ら
救
い
出
す
こ
と
を
思
い
立
っ
た
年

齢
で
あ
る
。
遠
藤
が
現
実
堅
l
面
に
わ
た
る
肺
手
術
を
受
け
た
の
は
三
十
八
歳
の
年

で
あ
る
が
、
小
説
で
四
十
歳
と
し
た
の
に
は
、
遠
藤
ぬ
と
っ
て
の
こ
の
手
術
の
意
味

の
大
き
さ
、
回
心
と
も
い
う
べ
き
重
大
な
体
験
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
）

オ
　
犬
（
デ
ユ
ラ
ソ
が
プ
ロ
ウ
神
父
の
書
斎
に
忍
び
込
ん
で
、
拳
銃
を
お
い
て
こ
よ

う
と
す
る
場
面
で
聞
こ
え
る
犬
の
遠
吠
え
。
）

『
事
典
』
に
は
、
二
、
三
の
例
外
は
あ
る
が
と
し
て
、
犬
は
聖
書
に
お
い
て
は
つ
ね

に
忌
み
嫌
わ
れ
る
動
物
で
あ
る
と
あ
り
、
神
g
O
d
の
語
を
つ
づ
り
換
え
る
と
d
O
g

に
な
る
こ
と
か
ら
悪
魔
、
異
端
、
異
教
を
表
す
と
す
る
。
特
に
夜
吠
え
る
犬
は
不
膏

と
さ
れ
る
。
『
黄
色
い
人
』
の
場
面
は
、
、
、
、
サ
を
あ
げ
る
夜
明
け
方
、
ま
だ
暗
い
時

分
に
聞
こ
え
た
遠
吠
え
で
あ
る
。
背
教
者
デ
ュ
j
ソ
が
、
ま
さ
に
こ
れ
か
ら
罪
を
重

ね
よ
う
と
す
る
場
面
で
の
こ
の
犬
の
遠
吠
え
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
を
持
た
せ
て

い
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。
『
火
山
』
の
デ
ユ
ラ
ソ
は
、
自
分

自
身
を
罵
っ
て
「
老
い
ぼ
れ
犬
が
」
と
く
り
返
し
呟
く
。

な
お
、
『
沈
黙
』
に
お
け
る
直
喩
に
つ
い
て
の
調
査
が
あ
る
由
で
、
そ
れ
に
よ
る

と
同
作
品
に
見
も
れ
る
犬
の
直
喩
は
、
全
直
喩
表
環
の
約
半
数
を
占
め
て
い
て
、
そ
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れ
些
弱
者
キ
チ
ジ
ロ
ー
の
卑
屈
さ
を
表
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
艶
。

「
ど
こ
か
で
犬
が
遠
吠
え
で
鳴
い
て
い
た
。
空
を
み
あ
げ
る
と
、
か
す
か
な
星
も

光
っ
て
い
た
。
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
星
の
光
に
も
牲
意
し
て
お
き
た
い
。

星
は
、
例
の
三
人
の
博
士
を
べ
ツ
レ
ヘ
ム
へ
導
い
た
と
い
う
マ
タ
イ
伝
の
記
述
か
ら

も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
霊
の
導
き
を
表
わ
す
わ
け
で
あ
る
。
『
事
典
』
で
は
、
暗

黒
の
カ
と
戦
う
天
の
光
（
＝
霊
）
を
表
す
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
デ
ユ
ラ
ソ
の
罪
の

行
為
を
見
す
え
る
隈
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
デ
ュ
ラ
ソ
の
耳
に
は
悪
魔
の
声

（
犬
の
遠
吠
え
）
が
聞
こ
え
、
そ
の
隈
に
は
神
の
哀
し
み
を
た
た
え
た
限
（
星
の
光
）

が
う
つ
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
デ
ュ
ラ
ソ
の
白
い
人
と
し
て
の
苦
悩
を

措
い
た
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
が
、
凝
縮
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

力
　
松
・
松
の
実
（
松
笠
）

松
、
松
林
は
こ
の
小
説
の
舞
台
で
あ
る
仁
川
の
地
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と

同
時
に
、
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
小
説
の
舞
台
マ
ラ
ガ
ー
ル
地
方
を
象
徴
す
る
と
も
い
え

る
木
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
触
れ
た
。
当
然
『
黄
色
い
人
』
に
は
く
り
返
し
措
か
れ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
特
に
こ
こ
で
は
〝
松
の
実
″
を
中
心
に
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

を
考
え
て
み
た
い
。

松
の
実
、
松
笠
は
、
背
教
者
デ
ユ
ラ
ソ
に
「
石
も
て
彼
を
追
え
り
」
　
の
聖
書
の
こ

と
ば
ど
お
り
、
子
ど
も
た
ち
が
石
つ
ぶ
て
と
と
も
に
投
げ
つ
け
た
そ
れ
で
あ
る
。
そ

し
て
今
千
葉
は
、
そ
の
少
年
の
日
を
思
い
出
し
な
が
ら
松
の
実
を
手
に
し
て
い
る
。

「
乾
き
き
っ
て
開
い
た
松
笠
を
手
に
と
り
、
ぼ
く
は
罪
と
土
の
臭
い
を
か
ぎ
ま
し
た
」

と
あ
る
。
う
ま
り
松
の
実
か
ら
は
罪
の
臭
い
が
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
〝
松
の
実
″

と
〝
罪
″
　
の
イ
メ
ー
ジ
上
の
関
連
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
事
典
』
か
ら

は
ヒ
ソ
ト
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
遠
藤
が
く
り
返
し
わ
れ
わ
れ
に
拓
介
し
、

引
用
す
る
『
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ス
ケ
ル
ウ
』
　
に
示
唆
を
求
め
よ
う
と
患
う
。

1
と
に
か
く
、
一
度
は
、
お
前
が
決
心
を
し
た
日
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
…
…

お
前
が
行
動
に
訴
え
た
日
が
？

1
え
ゝ
、
そ
う
よ
、
マ
ノ
の
大
火
事
の
日
で
す
わ
。

二
人
は
顔
を
よ
せ
、
声
を
ひ
そ
め
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
。
こ
の
パ
リ
の
十
字
街

で
、
こ
の
軽
快
な
太
陽
の
下
で
、
外
国
タ
バ
コ
の
匂
い
が
流
れ
、
黄
と
赤
の
窓

か
け
の
あ
お
ら
れ
て
い
る
、
少
し
涼
し
す
ぎ
る
こ
の
風
の
中
で
、
あ
の
酷
熱
の

午
後
を
、
煙
で
一
杯
の
空
を
、
く
ろ
ず
ん
だ
青
空
を
、
焼
け
た
松
か
さ
の
放
つ

あ
の
鼻
を
つ
く
た
い
ま
つ
の
よ
う
な
匂
い
を
、
－
　
そ
し
て
し
だ
い
に
罪
が
形

を
な
し
て
い
っ
た
眠
っ
て
い
た
あ
の
時
の
彼
女
自
身
の
心
を
、
思
い
う
か
べ
る

牲
6

こ
と
が
、
テ
レ
ー
ズ
に
は
、
ふ
し
ぎ
な
気
が
す
る
。

場
面
は
こ
の
小
説
の
大
詰
で
あ
る
。
テ
レ
ー
ズ
を
遠
ざ
け
る
た
め
に
パ
リ
に
伴
っ

て
き
た
ベ
ル
ナ
ー
ル
と
テ
レ
ー
ズ
と
の
最
後
の
会
話
で
あ
る
。
「
お
前
が
決
心
し
た

日
」
と
は
、
テ
レ
ー
ズ
が
夫
ベ
ル
ナ
ー
ル
を
毒
殺
し
ょ
う
と
決
心
し
た
日
の
意
で
あ

る
。
そ
の
日
は
「
マ
ノ
の
大
火
事
の
日
」
と
テ
レ
ー
ズ
は
答
え
て
い
る
。

こ
の
ラ
ソ
ド
の
地
方
で
は
、
火
事
は
人
々
に
と
っ
て
大
変
な
恐
怖
で
あ
っ
た
。
な

ぜ
な
ら
、
松
脂
や
テ
レ
ビ
ソ
樹
脂
を
採
る
松
、
火
事
は
そ
の
松
林
を
焼
き
つ
く
し
て

し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
や
テ
レ
ー
ズ
の
財
産
の
主
た
る
も
の

も
、
そ
の
松
林
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
日
、
火
事
が
発
生
し
た
と
い
う
知
ら
せ
を

受
け
、
そ
れ
に
気
を
と
ら
れ
て
い
た
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
心
臓
病
の
た
め
の
劇
薬
批
素

を
含
む
フ
ア
ウ
ラ
ー
氏
液
を
コ
ッ
プ
に
し
た
た
ら
せ
て
い
た
が
、
そ
の
分
量
は
定
量

の
倍
に
も
な
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
テ
レ
ー
ズ
は
知
り
な
が
ら
、
夫
が
一
息
に
そ

の
コ
ッ
プ
の
薬
を
飲
み
ほ
す
の
を
黙
っ
て
み
て
い
た
。
▲
そ
し
て
放
た
薬
を
飲
ん
だ

の
に
、
そ
れ
を
忘
れ
た
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
も
う
一
度
飲
も
う
と
す
る
の
を
、
「
め
ん
ど

う
く
さ
く
て
」
注
意
し
な
か
っ
た
ゾ
そ
の
夜
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
大
変
苦
し
む
こ
と
と
な

る
。
こ
の
時
か
ら
テ
レ
ー
ズ
の
心
に
夫
殺
し
の
意
識
が
芽
は
え
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
テ
レ
ー
ズ
を
罪
に
導
い
た
も
の
は
何
か
。
先
に
引
い
た
小
説
の
説
明

に
よ
れ
ば
、
酷
熱
と
く
ろ
ず
ん
だ
青
空
、
そ
し
て
焼
け
た
〝
松
か
さ
″
の
放
つ
鼻
を

つ
く
よ
う
な
臭
い
、
そ
れ
ら
が
罪
を
形
づ
く
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
か
の
ぼ
っ

て
そ
の
火
事
の
場
面
を
み
て
も
、
「
樹
脂
の
焼
け
る
匂
い
が
、
酷
熱
の
日
の
空
を
み

た
し
、
太
陽
は
薄
汚
く
よ
ご
れ
て
見
え
た
」
と
描
写
さ
れ
る
。
松
か
さ
の
焼
け
た
臭
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い
、
樹
脂
の
焼
け
る
臭
い
と
は
、
罪
の
臭
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
を
罪
の
臭
い
と
す
る
な
ら
ば
、
『
黄
色
い
人
』
に
お
い
て
千
葉
が
松
笠
か
ら
か
ぎ

と
っ
た
「
罪
の
臭
い
」
は
、
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
に
そ
の
渕
源
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
は
、
松
か
さ
の
焼
け
る
臭
い
の
み
に
テ
レ
ー

ズ
の
罪
の
導
き
を
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
酷
熱
」
と
「
黒
ず
ん
だ
青
空
」
と

一
つ
に
な
っ
て
罪
の
形
成
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
と
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
が
テ
レ
ー

ズ
を
し
て
「
め
ん
ど
う
く
さ
く
」
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。

デ
ユ
ラ
ソ
が
キ
・
、
、
コ
と
過
ち
を
犯
し
た
場
面
は
、
『
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ス
ケ
ル
ウ
』
の

そ
れ
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
夜
は
「
非
常
に
む
し
暑
か
っ
た
L
 
L
、
「
ね

ぐ
る
し
い
梅
雨
あ
け
の
夜
の
よ
う
に
、
暑
さ
の
な
か
に
日
本
特
有
の
湿
気
が
こ
も
っ

て
い
た
」
■
の
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
ミ
コ
の
傍
匿
は
〝
眠
り
薬
″
の
箱
が
こ
ろ
が
っ
て

い
た
。
そ
し
て
デ
三
フ
ソ
と
キ
、
、
、
コ
の
す
ま
い
は
、
松
林
に
囲
ま
れ
て
い
た
。

か
つ
て
遠
藤
は
、
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
の
ふ
る
さ
と
の
松
林
の
中
で
考
え
た
。

（
マ
ラ
ガ
ー
ル
の
）
松
の
森
転
じ
っ
と
坐
っ
て
い
る
と
、
風
が
そ
の
棺
を
吹
き

な
ら
す
。
松
の
幹
は
太
陽
の
熱
で
ひ
び
わ
れ
て
い
る
。
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
が
そ
の

小
説
の
な
か
で
こ
の
森
を
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
変
貌
し
て
措
い
た
か
、
私

は
暗
記
し
て
い
た
。
焼
け
つ
く
砂
地
に
は
え
た
こ
の
松
の
森
の
音
や
姿
は
モ
ー

リ
ヤ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
す
べ
て
、
愛
欲
の
炎
に
さ
ら
さ
れ
た
男
女
の
姿
勢
と
同

じ
に
み
え
た
の
で
あ
る
。
（
『
狐
狸
庵
閑
話
』
〝
避
暑
地
″
）

松
林
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
す
デ
三
フ
ソ
と
キ
ミ
コ
も
、
愛
欲
の
炎
に
さ
ら
さ
れ
た
男

女
と
い
え
よ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
千
葉
は
、
「
デ
ュ
ラ
ソ
さ
ん
に
た
い
す
る
嫌
悪
か

ら
、
あ
の
松
林
の
方
に
む
か
わ
」
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
遠
藤
に
と
っ
て
の

松
、
松
の
実
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
ノ
で
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
前
作
『
白
い
人
』
で
主
人
公
が
そ
の
手
先
と
し
て
働
く
ナ
チ
の
秘
密

警
察
の
訊
問
所
は
〝
松
の
実
町
″
に
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
p
O
m
m
e
d
e
t
e
r
r
e
は

松
の
実
、
松
笠
の
意
で
は
な
い
。
大
地
の
り
ん
ご
、
即
ち
じ
ゃ
が
い
も
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
ポ
ム
・
ド
ニ
ア
ー
ル
は
〝
じ
ゃ
が
い
も
町
″
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
松
笠

（
松
の
実
）
は
p
O
m
m
e
d
e
p
i
n
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
遠
藤
は
ポ
ム
・

ド
ニ
ア
ー
ル
＝
松
の
実
町
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
ム
＝
り
ん
ご
に
ア
ダ
ム
と
イ

ヴ
の
犯
し
た
罪
、
人
間
の
罪
を
象
徴
さ
せ
、
ナ
チ
の
犯
罪
の
場
と
し
て
の
町
名
に
あ

て
た
の
だ
と
し
て
も
、
同
じ
く
〝
ポ
ム
″
を
も
つ
ポ
ム
・
ド
・
ペ
エ
ソ
＝
松
笠
で
も

よ
い
で
は
な
い
か
。
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
松
の
実
、
松
笠
に
罪
の
臭
い
を
か
ぐ

と
す
れ
ば
、
〝
じ
ゃ
が
い
も
町
″
で
は
不
適
切
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
と
す
れ

ば
、
い
っ
そ
の
こ
と
ポ
ム
・
ド
・
ペ
エ
ソ
と
し
た
ら
い
い
。
作
者
の
意
図
が
理
解
で

き
な
い
個
所
で
あ
る
。

な
お
、
松
生
に
罪
の
臭
い
を
か
い
だ
と
あ
る
が
、
デ
ユ
ラ
ソ
の
周
囲
に
は
常
に
異

様
な
臭
気
が
た
ち
こ
め
る
。
彼
の
家
の
中
か
ら
は
「
突
然
吐
気
の
す
る
よ
う
な
臭

気
」
が
鼻
を
つ
く
し
、
そ
れ
は
「
か
い
だ
こ
と
の
な
い
臭
気
」
で
あ
り
、
「
も
し
、

罪
と
い
う
も
の
に
臭
い
が
あ
る
な
ら
、
憎
悪
、
嫉
妬
、
呪
狼
に
臭
い
が
あ
る
な
ら
そ

の
臭
気
」
や
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
『
事
典
』
　
で
は
『
ハ
ム
レ
ッ
、
卜
』
を
引
い

て
、
悪
臭
を
罪
と
結
び
つ
け
る
。
小
説
『
火
山
』
に
登
場
す
る
、
告
憶
を
す
る
学
生

の
生
臭
い
口
臭
も
、
罪
の
臭
い
で
あ
ろ
う
。

三

つ
ぎ
に
『
黄
色
い
人
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
色
彩
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

こ
の
作
者
の
小
説
が
基
調
と
す
る
色
彩
は
、
暗
色
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
人
間
の
罪
を
主
題
と
す
る
遠
藤
の
場
合
に
は
そ
れ
も
当
然
と
い
え
よ
う
。
こ
の

作
品
に
現
れ
る
色
彩
も
、
〝
黒
″
″
灰
色
″
　
〝
褐
色
″
な
ど
の
使
用
頻
度
が
圧
倒
的

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
色
彩
が
作
品
全
体
を
暗
欝
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
一
方
に
そ
れ
と
対
極
を
な
す
〝
白
″
に
代
表
さ
れ
る
明
色

が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
〝
青
″
　
〝
線
″
　
〝
金
色
″
等
も
そ
の
系
列
に
入
る
の
で

あ
る
が
、
頻
度
的
に
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
。

こ
の
明
暗
二
板
の
間
に
〝
黄
色
″
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
6
そ
し
て
、
そ
れ
が
黄
色
い
人
の
世
界
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
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ま
で
も
な
い
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
色
彩
に
つ
い
て
そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も

の
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ア

　

黒

罪
、
悪
、
悪
魔
を
表
す
色
で
あ
る
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

『
事
典
』
で
も
死
、
悔
俊
、
（
地
獄
の
）
罰
と
関
連
さ
せ
て
い
る
。
小
説
の
中
で
の
具

体
的
な
使
用
例
を
み
て
み
ょ
う
。

（
前
略
）
デ
ュ
ラ
ソ
さ
ん
の
小
さ
な
豪
は
甲
山
か
ら
吹
き
お
ろ
す
は
げ
し
い
風

が
ぶ
つ
か
り
渦
ま
く
松
林
と
漆
黒
の
闇
の
な
か
で
凍
え
て
い
ま
し
た
。

そ
し
て
そ
の
デ
三
フ
ソ
は
「
地
獄
に
お
ち
る
」
人
で
あ
る
。
〝
黒
″
は
デ
ュ
ラ
ソ
に

か
か
わ
り
の
あ
る
壕
面
に
多
用
さ
れ
る
。
彼
が
キ
ミ
コ
を
迎
え
に
家
を
出
る
と
、

「
松
林
の
な
か
を
黒
い
風
が
渦
ま
い
て
」
い
る
し
、
千
葉
が
デ
ュ
ラ
ソ
の
家
を
出
る

と
、
や
は
り
「
黒
い
風
が
横
な
ぐ
り
に
顔
に
た
た
き
つ
け
」
　
て
く
る
。
デ
ュ
ラ
ソ
の

住
居
の
ま
わ
り
に
は
常
に
「
黒
い
海
の
ざ
わ
め
き
に
似
た
音
を
た
て
て
通
り
抜
け
る

風
」
が
う
ず
ま
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
ろ

六
ノ
0

〝
ド
ス
黒
い
″
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
「
私
た
ち
欧
州
人
が
好
ん
で
絶
望
や
孤
独

と
よ
ぶ
あ
の
芝
居
が
か
っ
た
、
ド
ス
黒
く
歪
ん
だ
影
」
と
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
阿

鼻
叫
喚
の
地
獄
絵
を
描
き
出
し
た
爆
撃
の
炎
は
、
〝
ド
ス
黒
い
″
と
形
容
さ
れ
る
。

イ

　

白
〝
黒
″
　
の
対
極
に
あ
る
色
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
〝
白
″
で
あ
る
。
こ
の
色
に
つ
い

て
は
も
は
や
言
及
の
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
作
品
中
で
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て

み
て
お
き
た
い
。
こ
の
小
説
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
黄
色
い
人
と
白
い
人
の
対
比
に
あ

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
〝
白
い
人
″
　
〝
白
人
″
と
い
う
熟
語
が
頻
出
す
る
の
は
当
魚

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
そ
れ
以
外
の
用
法
転
つ
い
て
触
れ
た
い
。

小
説
の
舞
台
で
あ
る
仁
川
の
地
に
は
、
天
主
公
教
会
が
あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
ト

の
学
院
の
建
つ
異
国
風
の
土
地
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
措
写
さ
れ
る
。

こ
こ
は
空
気
も
乾
き
土
地
の
色
も
白
く
、
ふ
し
ぎ
に
異
国
の
小
さ
な
田
舎
村
の

よ
う
な
風
景
を
も
っ
て
い
ま
し
た
。

乾
燥
し
た
空
気
、
そ
れ
は
湿
潤
な
モ
ソ
ス
ー
ソ
地
域
の
そ
れ
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
、
白
い
人
の
風
土
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
し
て
そ
の
土
地
の
色
は
〝
白
い
″
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
花

崗
岩
質
の
土
地
だ
か
ら
、
と
い
う
以
上
の
意
味
を
も
た
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
〝
白
い
人
″
　
の
世
界
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

ま
た
、
プ
ロ
ウ
神
父
の
修
道
服
の
ロ
ー
マ
ソ
・
カ
ラ
ー
は
〝
其
白
″
で
あ
る
の
も

象
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
分
の
信
仰
、
自
分
の
使
命
の
た
め
に
動
く
こ
と
の
で

き
る
」
人
の
新
鮮
な
カ
ラ
ー
だ
と
い
う
。
そ
の
プ
ロ
ウ
の
世
界
は
、
「
黄
い
ろ
い
者

た
ち
か
ら
隔
た
っ
た
」
純
白
な
世
界
で
も
あ
る
と
い
う
。

プ
ロ
ウ
神
父
の
眼
の
色
は
〝
鳶
色
″
と
も
〝
青
い
″
子
ど
も
の
よ
う
な
眼
と
も
形

容
さ
れ
る
が
、
『
事
典
』
に
よ
れ
ば
、
青
は
父
な
る
神
、
三
位
一
体
、
聖
霊
を
表
す
色

で
あ
る
。
あ
る
い
は
購
罪
、
慈
悲
、
誠
実
、
敬
神
、
希
望
等
を
象
徴
す
る
と
も
い

う
。
〝
青
″
も
プ
ロ
ウ
の
世
界
を
象
徴
し
て
い
る
色
彩
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ウ
　
黄
色

『
事
典
』
は
、
無
節
操
、
不
義
な
ど
背
盾
を
表
す
と
し
、
「
昔
か
ら
ユ
ダ
の
衣
装
は

黄
色
と
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ユ
ダ
ヤ
人
を
迫
害
す
る
と
き
に
、
黄
色
は

ユ
ダ
ヤ
人
の
標
識
に
あ
て
ら
れ
る
」
と
記
す
。
遠
藤
自
身
は
『
ア
デ
ソ
ま
で
』
の
中

で
、
「
黒
色
は
醜
い
。
そ
し
て
黄
濁
し
た
色
は
さ
ら
に
憐
れ
で
あ
る
」
　
「
白
人
の
服

は
白
く
、
う
つ
く
し
い
か
ら
だ
。
黄
色
人
の
肌
は
貴
い
ろ
く
、
み
に
く
い
か
ら
で
あ

る
」
と
い
い
、
更
に
、
「
生
気
の
な
い
黄
濁
し
た
顔
色
」
と
形
容
す
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
小
説
の
中
で
も
、
「
あ
る
の
は
疲
れ
だ
け
、
ふ
か
い
疲
れ
だ
け
。
ぼ
く
の
黄
ば

ん
だ
肌
の
色
の
よ
う
に
濁
り
、
湿
り
、
お
も
く
沈
ん
だ
疲
労
だ
け
な
の
で
す
」
と
あ

っ
て
、
濁
っ
た
、
お
も
く
沈
ん
だ
色
と
さ
れ
、
無
気
力
、
無
感
勒
な
日
本
人
を
象
徴

す
る
色
彩
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
色
が

デ
ュ
ラ
ソ
に
も
関
連
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
こ
の
煙
草
の
脂
で
演

舞
が
黄
ば
み
頭
の
は
げ
上
っ
た
異
国
の
老
人
」
と
は
背
教
者
デ
ュ
ラ
ソ
の
こ
と
で
あ
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り
、
「
黄
色
い
染
み
の
つ
い
た
手
巾
」
　
の
持
ち
主
も
、
恐
怖
で
醜
く
ゆ
が
ん
だ
顔
の

デ
三
フ
ソ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
あ
の
に
ぷ
い
情
熱
の
な
い
眼
を
持
ち
神
を
次
第
に

忘
れ
罪
を
幾
重
に
も
重
ね
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
刑
罰
へ
の
お
の
の
き
や
死
へ

の
恐
怖
か
ら
逃
れ
て
、
黄
色
い
人
の
生
き
方
を
選
ぼ
う
と
し
た
デ
三
フ
ソ
を
表
す

色
、
裏
切
り
の
色
で
あ
る
。
エ
ピ
グ
ラ
ム
〝
童
話
″
と
黙
示
録
で
遠
藤
が
示
し
た
黄

色
い
人
は
、
白
に
も
な
り
得
な
い
中
途
半
端
な
い
い
加
減
の
人
種
で
あ
り
、
黄
色
は

汎
神
的
世
界
の
あ
い
ま
い
さ
を
象
徴
す
る
色
彩
で
あ
る
。

以
上
の
三
色
に
関
連
し
て
武
田
氏
は
、
「
お
そ
ら
く
作
者
が
こ
の
色
彩
に
託
そ
う

と
し
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
西
洋
と
東
洋
を
め
ぐ
っ
て
の
文
化
的
性
格
の
対
立
で
あ
り
、

異
邦
の
国
の
文
化
に
た
い
し
て
つ
ね
に
優
者
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
『
西
洋
』
と
の

荘
7

隔
絶
し
た
距
離
感
な
の
だ
」
と
い
わ
れ
る
。

エ
　
褐
色

不
毛
の
砂
漠
に
代
表
さ
れ
る
色
彩
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
小
説
で
も
褐
色

は
、
洪
水
の
後
の
泥
の
色
で
あ
り
、
東
京
の
焼
野
が
原
に
ま
き
お
こ
る
砂
塵
の
色
で

あ
り
、
更
に
は
デ
ュ
ラ
ソ
と
キ
ミ
コ
を
姦
淫
に
誘
っ
た
蛾
の
羽
の
色
で
も
あ
る
。
そ

し
て
、
デ
ュ
ラ
ソ
の
オ
ー
バ
ー
も
褐
色
で
あ
っ
た
。

オ
　
灰
色
（
鉛
色
）

森
に
薪
を
押
し
あ
て
て
私
は
な
が
い
間
ぼ
ん
や
り
と
鉛
色
の
冬
空
を
み
て
い

た
。
陽
の
光
が
照
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
全
く
な
い
の
か
、
み
わ
け
さ
え

つ
か
ぬ
重
く
る
し
い
空
だ
っ
た
。
こ
れ
が
日
本
の
空
だ
っ
た
…
‥
・

ど
ち
ら
と
も
明
瞭
で
な
い
空
の
色
、
そ
れ
が
鉛
色
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
の
空
の

色
、
つ
ま
り
は
日
本
人
の
世
界
で
あ
る
。
「
今
日
で
な
く
っ
た
っ
て
い
い
さ
」
と
い

っ
て
、
プ
ロ
ウ
神
父
を
訪
ね
る
こ
と
を
一
日
の
は
し
に
す
る
千
葉
の
不
決
断
、
無
気

力
を
象
徴
す
る
の
ほ
、
窓
の
外
を
渡
っ
て
い
く
風
で
、
そ
れ
は
〝
灰
色
″
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。

空
は
鉛
色
に
に
ぶ
く
曇
っ
て
い
ま
す
。
（
も
う
少
し
し
た
ら
、
も
う
少
し
し
た

ら
、
俺
は
教
会
に
行
く
の
だ
）
自
分
の
心
を
鎮
め
る
よ
う
に
そ
う
呟
き
な
が

ら
、
し
か
し
ぼ
く
は
疲
れ
が
永
遠
に
と
れ
な
い
こ
と
、
自
分
が
決
し
て
貴
方
の

所
に
出
か
け
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
ま
し
た
。

と
あ
る
〝
鉛
色
″
も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
ろ
う
。

力

　

線

デ
ユ
ラ
ソ
が
千
葉
に
託
し
た
日
記
、
そ
れ
の
包
み
紙
の
色
は
〝
線
色
″
で
あ
る
。

『
事
典
』
で
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
は
、
救
済
の
希
望
、
復
活
、
死

の
克
服
を
意
味
す
る
と
し
、
更
に
悪
と
の
不
断
の
戦
い
、
聖
母
マ
リ
ア
の
象
徴
な
ど

と
説
明
す
る
。
デ
ュ
ラ
ソ
が
そ
の
日
記
を
、
プ
ロ
ウ
神
父
に
渡
し
て
ほ
し
い
と
い
っ

て
千
葉
に
託
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
告
悔
を
意
味
す
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
神
に

背
い
た
デ
ュ
ラ
ソ
の
、
神
の
も
と
へ
の
、
白
い
人
の
世
界
へ
の
復
帰
の
意
志
の
表
明

と
い
え
よ
う
。
〝
線
″
ほ
背
教
者
が
神
の
救
い
を
求
め
た
色
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ

の
意
味
で
、
こ
の
最
後
の
場
面
に
た
っ
た
l
度
用
い
ら
れ
た
〝
線
色
″
は
軽
視
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

以
上
こ
こ
ま
で
、
小
説
『
黄
色
い
人
』
に
お
い
て
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
と
考
え

ら
れ
る
動
植
物
や
色
彩
を
中
心
に
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
き
た
。

あ
る
い
は
深
読
み
に
過
ぎ
る
と
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、
遠
藤
周
作
の
小
説
作
法
、
こ
と
に
初
期
作
品
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い

ま
だ
読
み
の
浸
き
、
不
充
分
さ
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
は
、
『
イ
メ
ー
ジ
・
シ
ソ
ボ
ル
事
典
』
の
記
述
に
依
拠
す

る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
。
一
方
、
小
論
で
引
用
し
、
採
り
用
い
た
も
の
は
こ
の
『
事

典
』
の
記
述
の
ご
く
一
部
分
で
あ
る
。
同
書
の
原
著
者
は
そ
の
序
で
、
「
ひ
と
つ
の

シ
ソ
ポ
ル
に
は
単
一
の
意
味
だ
け
で
は
な
く
幾
多
の
意
味
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
し
、
そ
れ
ら
の
幾
多
の
意
味
の
中
間
に
位
す
る
意
味
も
ま
た
同
様
に
あ

り
得
る
」
と
い
う
っ
私
の
引
用
に
つ
い
て
も
、
そ
の
幾
多
の
意
味
の
う
ち
の
、
己
れ

の
論
述
に
都
合
の
よ
い
部
分
ば
か
り
で
は
な
い
か
と
の
批
判
は
、
当
然
予
想
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
つ
の
事
象
の
も
つ
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
全
く
相
反
す
る
も
の
が
同
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時
に
存
在
し
得
る
、
そ
れ
は
こ
の
事
典
を
ひ
も
ど
け
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
私
は
そ
の
大
部
分
を
無
視
し
て
き
た
。
し
か
し
、
小
論
に
お
け
る
取
捨

は
あ
な
が
ち
無
原
則
で
は
な
い
。
そ
の
規
準
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
聖
書
を
論
拠

と
す
る
も
の
を
中
心
に
、
で
き
る
だ
け
キ
リ
ス
ト
教
な
い
し
は
ユ
ダ
ヤ
教
に
か
か
わ

る
も
の
を
採
っ
た
。
反
面
、
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
、
エ
ジ
プ
ト
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム

等
の
異
教
徒
、
異
文
化
圏
に
か
か
わ
る
も
の
は
除
い
た
。

作
者
遠
藤
は
日
本
人
で
あ
り
、
日
本
人
的
な
感
性
、
汎
神
的
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
が

津
8

そ
の
身
に
染
み
つ
い
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
、
彼
の
思
想
、

文
学
に
キ
リ
ス
ト
教
、
聖
書
を
中
核
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
が
大
き
く
影
響
し
て

い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
『
事
典
』
に
考
察
の
示
唆
を
得
る
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

四

『
黄
色
い
人
』
の
第
二
章
デ
三
フ
ソ
の
日
記
十
二
月
九
日
は
、
つ
ぎ
の
一
節
で
終
っ

て
い
る
。悪

魔
は
、
キ
、
、
、
コ
と
司
祭
の
私
と
を
姦
淫
、
情
欲
、
冒
嬢
の
大
罪
に
堕
す
た
め

に
、
憐
憫
と
よ
ぶ
感
情
を
利
用
し
た
の
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
翌
十
日
の
日
記
に
は
、
「
昨
夜
、
書
き
終
っ
た
最
後
の
旬
『
憐
憫
』
と

い
う
言
葉
を
私
は
一
日
中
考
え
つ
づ
け
た
」
と
あ
る
。

デ
ュ
ラ
ソ
が
な
ぜ
キ
、
、
、
コ
と
過
ち
を
犯
し
た
か
、
そ
の
決
定
的
な
理
由
と
な
る
も

の
は
こ
の
作
品
に
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
同
じ
く
デ
ユ
ラ
ソ
の
登
場
す
る
『
火
山
』

の
中
に
も
見
出
せ
な
い
。
十
二
月
九
日
の
記
述
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
説
明
と
な
っ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
十
日
の
日
記
で
は
、
「
（
あ
の
時
、
私
は
本
当
に
憐
憫
だ
け
で

キ
、
、
、
コ
に
ち
か
づ
い
た
の
だ
ろ
う
か
）
」
と
あ
っ
て
、
そ
の
〝
憐
憫
″
に
も
疑
問
符
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
。

武
田
友
寿
氏
は
こ
の
〝
憐
憫
″
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。

遠
藤
が
こ
の
こ
と
ば
を
用
い
る
と
き
、
大
体
、
ふ
た
つ
の
意
味
で
使
い
わ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
ば
く
ち
は
気
づ
く
。
ま
ず
第
一
は
日
本
流
の
意
味
で
同
情
と

い
う
ほ
ど
の
も
の
、
第
二
は
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
と
積
極
的
に
区
別
す
る
意
味
で

用
い
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
に
し
て
も
作
者
が
こ
の
こ
と
ば
に
風

法
9

刺
的
、
か
つ
嫌
悪
的
意
味
を
こ
め
て
使
っ
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

遠
藤
が
二
つ
の
使
い
わ
け
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
彼
が
こ

の
こ
と
ば
に
嫌
悪
の
念
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
嫌
悪

の
理
由
は
、
武
田
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
「
自
己
を
《
あ
た
か
も
神
の
よ
う
な
立

場
》
に
立
た
せ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
《
各
人
の
運
命
の
上
に
働
い
て
い
る
神
の
恩
寵

を
信
頼
し
な
い
事
》
に
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
も
納
得
で
き
る
。
つ
ま
り
憐

憫
を
優
越
者
、
強
者
の
立
場
か
ら
の
劣
等
者
、
弱
者
へ
の
あ
わ
れ
み
と
考
え
る
わ
け

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
憐
偶
と
も
侮
蔑
と
も
つ
か
ぬ
限
」
（
『
火
山
』
）
と
表
現
さ

れ
る
よ
う
に
、
燐
偶
が
侮
蔑
と
表
裏
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
憐
憫
と

同
情
と
の
甘
い
ベ
ー
ル
を
か
ぶ
せ
た
、
お
ざ
な
り
の
社
交
辞
令
」
（
『
ア
デ
ソ
ま
で
』
）

に
な
る
し
、
そ
ん
な
「
憐
憫
や
慈
悲
に
は
い
ら
だ
つ
ほ
か
は
な
い
」
　
の
で
あ
る
。
憐

偶
は
む
し
ろ
相
手
を
傷
つ
け
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

憐
憫
は
「
衝
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
意
志
的
で
は
な
い
」
（
「
憐
憫
の
罪
」
）

と
す
る
遠
藤
は
ま
た
、
「
憐
憫
は
行
為
で
は
な
か
っ
た
。
愛
で
も
な
か
っ
た
。
憐
憫

は
情
欲
と
同
じ
よ
う
に
一
種
の
本
能
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
（
『
沈
黙
』
）
と
い
う
。
「
行

為
」
で
は
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
デ
ユ
ラ
ソ
の
キ
ミ
コ
忙

対
す
る
行
為
は
、
憐
憫
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
沈
黙
』
の
こ
と
ば
を
借
り
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
〝
情
欲
″
だ
っ
た
の
か
。

武
田
氏
は
、
「
こ
の
遠
藤
の
グ
リ
ー
ソ
論
（
注
＝
『
カ
ト
リ
ッ
ク
作
家
の
問
題
』

〝
憐
憫
の
罪
″
）
に
お
い
て
、
ぼ
く
ら
は
グ
リ
ー
ソ
の
発
想
が
い
か
に
大
き
く
遠
藤

の
小
説
世
界
に
継
承
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
の

指
摘
を
こ
の
『
黄
色
い
人
』
で
検
証
し
て
み
ょ
う
。

遠
藤
は
「
憐
憫
の
罪
」
の
車
で
、
グ
レ
ア
ム
・
グ
リ
ー
ソ
の
『
事
件
の
核
心
』
を

分
析
し
て
い
る
。
主
人
公
ス
コ
ウ
ビ
イ
は
妻
を
裏
切
っ
て
、
へ
レ
ソ
と
い
う
女
性
と
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姦
淫
の
罪
を
犯
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間
の
事
情
を
遠
藤
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て

いる。

難
破
し
た
船
の
生
存
者
が
フ
リ
ー
ク
ウ
ソ
（
注
＝
シ
リ
ア
の
町
名
）
に
運
ば
れ

て
き
た
の
で
す
。
副
署
長
と
し
て
そ
の
事
務
に
と
り
か
か
っ
て
い
る
時
、
彼
は

病
院
に
収
容
さ
れ
た
生
存
者
の
な
か
の
若
い
女
へ
レ
ソ
に
出
会
い
ま
し
た
。
ヘ

レ
ン
は
船
が
難
破
し
た
時
、
夫
を
失
っ
た
は
か
り
の
未
亡
人
で
し
た
。
ス
コ
ウ

ビ
イ
ほ
彼
女
と
自
分
の
余
り
に
大
き
い
年
の
へ
だ
た
り
に
安
心
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
悪
魔
の
異
は
、
巧
み
に
、
こ
の
安
心
感
を
利
用
し
ま
し
た
。
愛
と

い
う
よ
り
は
、
こ
の
孤
独
に
な
っ
た
女
へ
の
憐
憫
か
ら
、
ス
コ
ウ
ビ
イ
は
姦
通

を
犯
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

こ
の
ス
コ
ウ
ビ
イ
と
へ
レ
ソ
の
関
係
を
、
デ
ユ
ラ
ソ
と
キ
ミ
コ
と
の
そ
れ
に
重
ね

合
わ
せ
て
み
ょ
う
。

キ
、
、
、
コ
ほ
水
害
に
よ
っ
て
一
度
に
両
親
と
妖
と
を
失
う
。
つ
ま
り
へ
レ
ソ
と
同
様

に
孤
独
な
境
遇
に
お
ち
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
ユ
ラ
ソ
の
キ
、
、
、
コ
に
対
す

る
気
持
ち
は
、
つ
ぎ
の
よ
き
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

私
は
当
時
自
分
を
信
じ
て
い
た
。
司
祭
と
し
て
の
自
分
の
義
務
と
強
さ
と
を
信

じ
て
い
た
。
キ
ミ
コ
と
私
と
の
間
に
は
二
十
歳
以
上
の
隔
り
が
あ
る
。
既
に
私

は
人
が
仏
蘭
西
語
で
「
悟
り
の
年
」
と
よ
ぶ
年
齢
に
た
っ
し
て
い
た
。
中
老
の

私
か
ら
み
れ
ば
彼
女
は
、
娘
の
よ
う
な
年
始
好
だ
っ
た
の
だ
。

一
方
、
『
事
件
の
核
心
』
の
l
節
を
引
く
と
、

長
年
の
あ
い
だ
、
他
の
ど
ん
な
人
間
に
対
し
て
も
こ
う
ま
で
安
ら
か
な
気
拝
を

感
じ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
（
中
略
）
彼
は
ひ
と
り
ご
と
を
い
っ

た
。
二
人
は
お
た
が
い
忙
安
全
な
ん
だ
と
。
彼
は
三
十
歳
以
上
も
年
長
だ
っ

注
1
0た。

と
あ
る
。
デ
三
フ
ソ
は
神
父
、
ス
コ
ウ
ビ
イ
ほ
警
察
副
署
長
と
い
う
身
分
柄
、
過
ち

な
ど
犯
す
は
ず
が
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
人
々
で
あ
り
、
し
か
も
二
人
と
キ
ミ

コ
、
へ
レ
ソ
は
共
堅
一
十
歳
、
あ
る
い
は
三
十
歳
以
上
の
齢
の
隔
た
り
が
あ
り
、
二

人
が
自
分
を
信
じ
き
り
、
自
分
に
安
心
し
き
っ
て
い
る
点
で
も
両
者
は
共
通
し
て
い

る
。
そ
し
て
ス
コ
ウ
ビ
イ
を
お
と
し
い
れ
た
悪
魔
の
罠
は
、
デ
ユ
ラ
ソ
を
も
巧
み
に

罪
に
誘
う
。

ピ
ネ
ー
師
は
、
悪
魔
は
人
々
に
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の
が
存
在
を

具
現
わ
す
と
言
っ
て
い
る
。
風
水
害
の
日
か
ら
、
彼
は
た
く
み
に
こ
の
ピ
エ
ー

ル
・
デ
三
フ
ソ
の
善
意
を
、
自
尊
心
、
義
務
感
を
利
用
し
た
の
だ
。

ス
コ
ウ
ビ
イ
は
最
後
に
自
殺
す
る
。
そ
し
て
デ
ユ
ラ
ソ
も
、
自
殺
と
し
か
患
わ
れ

ぬ
よ
う
な
死
を
と
げ
た
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
神
へ
の
最
後
の
求
愛
で
あ
っ
た
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
『
黄
色
い
人
』
は
明
ら
か
に
G
・
グ
リ
ー
ソ
の
『
事
件
の
核

心
』
の
世
界
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
も
う
一
度
〝
憐
憫
″
に
戻
ろ
う
。
憐
憫
は
愛
で
は
な
い
と
遠
藤
は
い
う
。

そ
れ
で
は
〃
愛
〃
と
は
ど
ん
な
も
の
か
。
『
沈
黙
』
で
は
、
「
色
あ
せ
て
、
檻
襖
の
よ

う
に
な
っ
た
人
間
と
人
生
を
棄
て
ぬ
こ
と
が
愛
だ
っ
た
」
と
す
る
。
『
わ
た
し
が
・

棄
て
た
・
女
』
の
森
田
、
、
、
ツ
に
イ
エ
ス
の
愛
を
み
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
の
森
田

、
、
、
ツ
は
、
「
だ
れ
か
が
不
幸
せ
な
の
は
悲
し
い
。
地
上
の
誰
か
が
辛
が
っ
て
い
る
の

は
悲
し
い
」
と
す
る
女
性
で
あ
る
。
こ
こ
に
遠
藤
の
求
め
る
愛
の
姿
が
あ
る
の
で
あ

ろ
う
。
他
者
の
不
幸
や
苦
し
み
を
黙
視
し
得
な
い
、
共
に
悲
し
み
、
苦
し
む
こ
と
、

そ
れ
が
愛
で
あ
る
。
従
っ
て
イ
エ
ス
の
憐
れ
み
の
表
情
に
は
、
常
に
苦
渋
を
伴
っ
て

い
る
。
高
み
か
ら
施
す
憐
憫
と
の
相
違
が
そ
こ
に
あ
る
。
救
済
は
神
の
御
幸
に
、

恩
罷
転
ゆ
だ
ね
る
の
が
愛
で
あ
る
と
遠
藤
は
い
う
。

〔注〕1
　
高
橋
た
か
子
「
遠
藤
周
作
静
」
（
『
批
評
』
一
九
六
六
夏
季
号
）

2
　
武
田
友
寿
『
遠
藤
周
作
の
世
界
』
（
誤
談
社
）

3
　
渡
部
芳
紀
「
第
三
の
新
人
・
そ
の
他
多
極
化
現
象
」
（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
別
冊
『
日
本

文
学
新
史
』
現
代
）

4
　
ア
ト
・
ド
・
フ
リ
ー
ヌ
『
イ
メ
ー
ジ
・
シ
ソ
ポ
ル
事
典
』
（
山
下
主
l
郎
等
訳
　
大
修

館）
5
　
鶴
田
欣
也
「
『
沈
黙
』
の
評
価
」
（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
6
1
・
∽
）
　
こ
の
論
で
は
、
遠



遠藤周作の方法

57

678901

藤
の
直
俄
の
椎
拙
さ
、
不
適
切
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

『
テ
レ
ー
ズ
・
デ
ケ
イ
ル
ウ
』
（
杉
援
兵
訳
『
現
代
世
界
文
学
全
集
』
1
3
　
新
潮
社
）

注
2
に
同
じ
。

「
カ
ト
リ
シ
ス
ム
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
僕
た
ち
は
神
々
の
子
と
し
て
の
血
液
が
ざ
わ
め

き
叫
ぶ
の
を
聴
か
ね
は
な
ら
ぬ
の
で
す
。
」
（
『
神
々
と
神
と
』
）

注
2
に
同
じ
。

『
事
件
の
核
心
』
（
伊
藤
整
訳
『
世
界
文
学
大
系
』
6
0
　
筑
摩
裔
房
）


