
　

ひ
と
つ
の
物
語
世
界
を
錯
綜
し
た
記
述
の
順
序
で
配
置
し
た
よ
う
に
見
え

る
安
部
公
房
『
箱
男
』（
書
き
下
ろ
し　

新
潮
社　

一
九
七
三
・
三
）
は
、
根

気
強
い
読
者
は
、「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
設
定
ゆ
え
に
、
記
述
者
た
ち
の
世
界
を

ひ
と
つ
と
み
な
し
て
時
系
列
的
な
再
構
成
を
試
み
て
き
た
。
だ
が
、
最
後
に

「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
設
定
が
取
り
払
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
努
力
が
フ
イ
に
な
る

場
面
に
遭
遇
し
、
作
品
の
虚
構
の
力
に
翻
弄
さ
れ
る
自
分
を
見
出
す
の
は
、
物

語
世
界
と
物
語
の
順
序
と
い
う
設
定
自
体
以
前
の
〈
こ
れ
は
虚
構
で
あ
る
〉
と

い
う
前
提
が
む
き
出
し
に
な
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
言
い
か
え
れ
ば
、

虚
構
と
物
語
と
の
文
学
的
な
親
密
さ
が
破
ら
れ
、
文
学
と
い
う
領
域
か
ら
虚
構

が
離
脱
す
る
契
機
に
、
読
者
は
出
く
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ま
で
の
二
つ
の
拙
稿
に（
１
）お
い
て
は
、
物
語
内
容
を
「
ノ
ー
ト
」
か
ら
再

構
成
す
る
際
に
問
わ
れ
る
「
帰
属
」
の
問
題
を
テ
ー
マ
と
し
て
仮
設
し
、
例

示
と
投
射
の
み
可
能
な
読
者
の
読
む
行
為
を
辿
り
つ
つ
、
対
象
指
示
が
曖
昧

化
す
る
形
容
詞
句
的
な
世
界
を
「
都
市
的
な
も
の
」
と
い
う
言
葉
に
見
出
し
、

「
ノ
ー
ト
」
挿
入
や
引
用
の
行
為
の
「
展
開
」
の
可
能
性
が
、『
箱
男
』
と
い
う

書
物
に
挟
ま
れ
た
折
込
付
録
「〈
書
斎
に
た
ず
ね
て
〉」
に
も
及
ぶ
点
を
指
摘
し

た
。
こ
れ
ら
の
検
討
で
は
、
付
録
に
あ
る
作
者
の
言
葉
を
尊
重
し
た
が
、
そ
の

理
由
は
付
録
が
『
箱
男
』
を
過
去
形
で
語
る
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、
他
者
の
介

在
を
示
唆
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
作
者
の
言
葉
は
作

品
の
制
作
過
程
と
同
時
に
書
物
の
物
質
性
と
関
わ
り
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
安
全
装
置
」
が
外
さ
れ
、
読
者
が
物
語
世
界
か
ら
引
き
離
さ

れ
る
後
半
部
の
検
討
が
中
心
と
な
る
。
ど
の
よ
う
に
虚
構
は
物
語
か
ら
離
脱
す

る
の
か
と
い
う
問
い
か
ら
出
発
し
、
離
脱
し
た
虚
構
は
ど
う
な
る
の
か
、
と
い

う
展
望
が
立
て
ら
れ
れ
ば
、
本
稿
の
役
割
は
満
た
さ
れ
る
と
考
え
た
い
。

一　

物
語
と
虚
構

　
『
箱
男
』
の
最
後
に
「
余
白
」
と
い
う
語
が
現
れ
る
章
《
…
…
…
…
…
…
…

…
…
》
は
、
こ
れ
ま
で
〈
ぼ
く
〉
が
語
る
言
葉
の
書
か
れ
た
「
ノ
ー
ト
」
を
単

書
物
の
「
帰
属
」
を
変
え
る
（
Ⅲ
）

─
安
部
公
房
『
箱
男
』
と
虚
構
の
移
動
性
─

永　

野　

宏　

志
一
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な
る
語
と
し
て
格
下
げ
す
る
か
の
よ
う
に
、「
落
書
」
と
い
う
語
に
差
し
替
え
、

箱
内
の
「
余
白
」
が
と
て
も
広
い
と
い
う
言
葉
を
付
加
す
る
こ
と
で
読
者
を
戸

惑
わ
せ
て
き
た
。
こ
の
場
面
で
読
者
は
、〈
〜
の
ふ
り
〉
を
し
な
が
ら
、
指
示

対
象
を
移
動
可
能
な
虚
構
の
周
知
の
本
質
を
、『
箱
男
』
全
体
に
拡
大
さ
せ
、

戸
惑
い
を
解
消
す
る
説
明
を
与
え
る
欲
望
に
駆
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の

際
に
、
虚
構
と
区
別
さ
れ
る
読
者
の
実
際
世
界
は
、
虚
構
か
ら
距
離
を
取
っ
て

離
脱
可
能
で
あ
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
前
景
化
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
虚

構
の
移
動
的
な
本
質
を
利
用
し
て
い
た
の
は
読
者
だ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
章
で

は
、
読
者
が
独
占
し
て
い
た
移
動
の
権
限
を
、「
落
書
」
と
「
余
白
」
と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
だ
、
忘
れ
な
い
う
ち
に
、
大
事
な
補
足
を
も
う
一
つ
だ
け
。
箱
を

加
工
す
る
う
え
で
、
い
ち
ば
ん
重
要
な
こ
と
は
、
と
に
か
く
落
書
の
た
め

の
余
白
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
確
保
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
い
や
、
余
白
は

い
つ
だ
っ
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
決
ま
っ
て
い
る
。
い
く
ら
落
書
に
は
げ
ん
で

み
た
と
こ
ろ
で
、
余
白
を
埋
め
つ
く
し
た
り
出
来
っ
こ
な
い
。
い
つ
も
驚

く
こ
と
だ
が
、
あ
る
種
の
落
書
は
余
白
そ
の
も
の
な
の
だ
。
す
く
な
く
も

自
分
の
署
名
に
必
要
な
余
白
だ
け
は
、
い
つ
ま
で
も
残
っ
て
い
て
く
れ
る
。

（《
…
…
…
…
…
…
…
…
》）

　

こ
の
最
後
の
場
面
に
『
箱
男
』
全
体
の
断
片
的
構
成
を
想
起
す
る
平
岡
篤
頼

は
、「
視
点
」
の
「
転
換
」
と
「
不
連
続
」
さ
を
「
楽
し
み
な
が
ら
読
み
す
す

ん
で
、
最
終
章
の
次
の
一
節
に
辿
り
着
く
と
、〈
箱
男
〉
と
は
、
ま
さ
に
箱
男

に
つ
い
て
の
記
録
を
書
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
〈
箱
男
〉
な
の
だ
と
考
え
ざ
る
を

得
な
く
な
る
」
と
述
べ
、「
覗
き
穴
か
ら
覗
い
て
き
た
も
の
と
は
、
実
は
〈
箱
〉

の
内
部
の
〈
落
書
〉
に
す
ぎ
」
ず
、「
こ
の
小
説
の
な
か
で
起
こ
っ
た
こ
と
は

す
べ
て
、〈
現
実
〉
に
起
こ
っ
た
出
来
事
で
は
な
く
、
箱
の
内
側
に
書
き
込
ま

れ
た
〈
落
書
〉
だ
っ
た
」
と
、
書
か
れ
る
素
材
を
「
ノ
ー
ト
」
か
ら
「
箱
の
内

側
」
に
置
き
直
し
て
い
る（
２
）。
平
岡
は
『
箱
男
』
全
体
を
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と

し
て
読
む
姿
勢
を
保
ち
つ
つ
「
落
書
」
で
満
ち
た
箱
を
物
語
世
界
内
の
実
在
物

と
捉
え
る
。
だ
が
、
一
方
で
、「
こ
の
辺
の
目
ま
ぐ
る
し
い
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ

ズ
ム
的
転
換
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
説
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
」
と
補
足
さ

れ
る
よ
う
に
、
こ
の
箱
と
名
指
さ
れ
た
対
象
の
具
体
的
な
形
状
が
想
像
し
が
た

い
と
い
う
弊
害
も
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
ノ
ー
ト
」
か
ら
「
箱
の
内
側
」
へ
の
は
、
無
関
係
な
も
の
同
士
の
衝
突
が

思
い
が
け
ぬ
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
の
「
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
的
」
と

形
容
さ
れ
る
が
、
そ
の
「
説
明
」
の
困
難
は
む
し
ろ
、
複
数
の
記
述
者
の
ふ
り

を
し
て
読
者
を
巧
み
に
誘
う
「〈
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
熱
風
〉」
が
た
だ
一
人
の
記

述
者
の
想
像
世
界
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
起
因
す
る
。
虚
構
へ
の
注
目
は
、
読

者
の
〈
実
際
世
界
に
実
在
す
る
段
ボ
ー
ル
箱
は
、
虚
構
世
界
に
も
存
在
す
る
〉

と
い
う
両
世
界
の
対
応
関
係
と
い
う
前
提
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
実
際
世
界

で
、
書
物
を
手
に
し
て
読
む
孤
独
な
読
者
の
自
己
同
一
性
と
虚
構
へ
の
投
射
可

能
性
が
強
固
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
。

　

一
方
で
、
書
か
れ
る
「
余
白
」
に
重
心
を
置
き
、
複
数
の
記
述
者
を
想
定

す
る
場
合
、
箱
を
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
生
成
す
る
象
徴
」
と
し
て
読
者
に
受

け
渡
す
契
機
と
捉
え
る
杉
浦
明
恵
は
、「
箱
の
中
で
語
ら
れ
る
こ
と
は
語
り
手

に
と
っ
て
完
全
な
真
実
と
は
な
り
得
な
い
」
の
だ
か
ら
、「
因
果
関
係
や
時
間

軸
の
基
準
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
記
録
」
は
、
語
り
手
（=

書
き
手
）
に
と
っ
て
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「
落
書
」
な
の
だ
。
し
か
し
こ
の
「
落
書
」
は
、
読
者
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
、

意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
物
語
」
と
な
る
」
と
、
物
語
と
記
述
の
関

係
が
読
者
に
受
け
渡
さ
れ
る
契
機
と
み
な
す（
３
）。
そ
の
際
「
余
白
」
は
、
作
品
の

物
語
世
界
と
読
者
の
実
際
世
界
の
相
互
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
関
係
を
特
徴

と
す
る
『
箱
男
』
の
作
品
内
に
埋
め
込
ま
れ
た
「
象
徴
」
で
あ
り
、
こ
の
場
面

は
、
作
品
内
で
何
度
も
明
言
さ
れ
ま
た
は
仄
め
か
さ
れ
た
〈
こ
れ
は
虚
構
で
あ

る
〉
い
う
「
自
己
言
及
」（
杉
浦
）
的
語
り
を
集
約
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
。

だ
が
、
こ
の
解
釈
も
「「
箱
」
は
物
語
の
虚
構
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
」
と
す
る
物
語
世
界
と
虚
構
の
親
密
さ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

両
者
の
解
釈
は
と
も
に
、『
箱
男
』
の
最
後
の
場
面
で
の
虚
構
の
移
動（
４
）を
指

摘
す
る
。
だ
が
、
両
者
と
も
に
こ
れ
ま
で
物
語
世
界
が
書
か
れ
た
「
ノ
ー
ト
」

に
書
か
れ
た
指
示
や
配
置
が
そ
の
つ
ど
示
唆
す
る
書
物
の
物
質
性
と
の
対
話
的

関
係
を
、
再
度
物
語
の
虚
構
性
に
置
き
換
え
て
い
る
。
書
物
と
し
て
の
『
箱
男
』

を
手
に
取
り
、〈
こ
れ
は
虚
構
で
あ
る
〉
と
い
う
前
提
を
暗
黙
に
採
用
す
る
読

む
行
為
自
体
を
指
摘
さ
れ
る
場
面
に
出
会
う
や
否
や
、
物
語
世
界
か
ら
こ
の

移
動
を
説
明
す
る
た
め
に
、
虚
構
は
物
語
に
再
統
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
落

書
」
に
続
く
「
迷
路
」
と
い
う
言
葉
に
移
動
し
て
も
、「
落
書
」
す
る
「
余
白
」

が
物
語
世
界
の
「
箱
」
の
内
側
と
見
な
し
、
こ
の
作
品
を
自
己
指
示
す
る
「
象

徴
」
と
捉
え
る
こ
と
は
、
書
物
の
ペ
ー
ジ
を
「
ノ
ー
ト
」
と
見
な
し
、〈
こ
れ
は

虚
構
で
あ
る
〉
と
す
る
「
虚
構
意
識
」
と
〈
こ
れ
は
書
物
で
あ
る
〉
と
捉
え
る

「
知
覚
経
験
」
の
「
せ
め
ぎ
合
い（
５
）」
を
排
除
し
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
場
合
、
冒
頭
の
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
や
二
か
所
に
四
枚
ず
つ
ま
と
め
て
挿
入

さ
れ
る
八
枚
の
写
真
は
、「
ノ
ー
ト
」
が
消
え
た
後
、
貼
付
す
る
場
を
失
っ
て

消
え
る
し
か
な
い
。
だ
が
こ
れ
ら
は
、
こ
の
断
片
的
構
成
の
『
箱
男
』
に
統
合

さ
れ
た
一
つ
の
物
語
世
界
と
い
う
読
者
の
「
虚
構
意
識
」
が
薄
れ
て
も
、〈
こ

れ
は
写
真
で
あ
る
〉
と
い
う
「
知
覚
経
験
」
を
持
続
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
特
に
他
の
ペ
ー
ジ
と
は
別
の
質
の
紙
に
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
八
枚
の
写
真

は
、
物
語
を
例
示
す
る
程
度
の
曖
昧
さ
を
維
持
す
る
ゆ
え
に
、「
ノ
ー
ト
」
と

い
う
前
提
な
し
に
存
在
を
主
張
し
て
い
る
。「
ノ
ー
ト
」
の
錯
綜
し
た
断
片
か

ら
物
語
世
界
を
再
構
成
す
る
作
業
で
、
背
景
と
化
し
て
い
た
写
真
は
、
虚
構
と

物
語
を
同
一
の
も
の
と
見
な
し
て
可
能
だ
っ
た
読
み
の
外
部
と
し
て
、
書
物
の

物
質
性
と
虚
構
と
し
て
の
「
ノ
ー
ト
」
の
関
係
の
せ
め
ぎ
合
い
を
前
景
化
す
る

場
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

物
語
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
単
に
添
付
さ
れ
、
そ
の
張
り
付
け
た
人
物
も
キ
ャ

プ
シ
ョ
ン
の
特
定
が
困
難
な
ペ
ー
ジ
は
写
真
以
外
に
も
ま
だ
多
く
存
在
す

る
。
写
真
ほ
ど
知
覚
さ
れ
る
ペ
ー
ジ
の
物
質
性
を
主
張
せ
ず
、
虚
構
と
し
て
の

「
ノ
ー
ト
」
に
含
ま
れ
る
度
合
い
が
高
い
部
分
に
、《
上
野
の
浮
浪
者
一
掃
／
け

さ
取
り
締
ま
り　

百
八
十
人
逮
捕
》
と
《
行
き
倒
れ　

十
万
人
の
黙
殺
》
と
タ

イ
ト
ル
さ
れ
た
新
聞
記
事
風
の
ペ
ー
ジ
が
あ
る
。『
箱
男
』
全
章
を
詳
細
に
検

討
し
た
田
中
裕
之
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
「
新
聞
記
事
」
は
前
半
に
頻
出
す
る
記

述
者
で
あ
る
〈
ぼ
く
〉
が
「
貼
付
な
い
し
差
し
込
ん
だ
も
の
と
し
て
」「
扱
う

こ
と
は
可
能
」
だ
が（
６
）、
そ
れ
が
「
可
能
」
に
留
ま
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
記
事
も
ま
た
「
ノ
ー
ト
」
に
貼
り
つ
け
た
人
物
と
そ
の
目
的
を

特
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

書物の「帰属」を変える（Ⅲ）

三
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※『箱男』初版（1973.3）より ※『燃えつきた地図』初版（1967.9）より

　

こ
こ
で
、
前
作
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』（
一
九
六
七
・
九
）
の
新
聞
記
事
風

レ
イ
ア
ウ
ト
（
右
側
）
と
比
べ
て
み
る
と
、『
箱
男
』
の
レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
簡

略
化
さ
れ
、
そ
の
判
断
は
読
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
れ

ら
を
読
者
が
新
聞
記
事
と
見
な
し
、
そ
の
貼
付
の
理
由
に
疑
問
を
持
た
な
い
と

し
た
ら
、
こ
れ
ら
を
写
真
と
同
様
、
物
語
世
界
の
特
定
の
場
所
や
出
来
事
を
直

接
指
示
せ
ず
と
も
、
そ
の
世
界
の
雰
囲
気
や
背
景
を
伝
え
る
参
照
項
と
し
て
扱

え
る
か
ら
だ
ろ
う
。
だ
が
、「
ノ
ー
ト
」
か
ら
「
落
書
」
に
虚
構
が
移
動
し
た

後
、
そ
の
記
述
の
あ
る
最
後
の
章
の
記
述
者
以
外
の
そ
れ
以
前
の
記
述
は
ど
う

な
る
の
か
、
ま
た
は
最
後
の
章
の
記
述
者
の
言
葉
の
有
効
範
囲
は
「
ノ
ー
ト
」

の
全
て
を
覆
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
起
こ
る
な
ら
、「
ノ
ー
ト
」
上

に
記
述
あ
る
い
は
貼
付
し
て
あ
る
と
い
う
虚
構
内
の
出
来
事
と
書
物
の
ペ
ー
ジ

に
あ
る
と
い
う
事
実
の
間
の
乖
離
を
ど
う
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
れ
ら
の
部
分
も
「
落
書
」
な
ら
、
そ
れ
が
こ
の
レ
イ
ア
ウ
ト
ご
と
筆
写

さ
れ
た
の
か
、
た
だ
貼
付
さ
れ
た
か
の
が
判
断
不
能
に
な
る
か
ら
だ
。
つ
ま

り
、
そ
れ
が
新
聞
の
紙
の
上
に
印
刷
さ
れ
た
文
字
か
、
筆
写
し
た
個
人
の
筆
跡

な
の
か
を
、
読
者
が
判
断
で
き
な
い
場
面
が
こ
の
移
動
に
よ
っ
て
際
立
つ
の
で

あ
る
。

　

新
聞
記
事
風
の
断
片
は
、
書
物
の
ペ
ー
ジ
と
虚
構
の
「
ノ
ー
ト
」
の
間
に
ま

た
が
る
身
分
を
維
持
し
、
写
真
に
お
け
る
「
知
覚
経
験
」
の
持
続
を
、「
ノ
ー

ト
」
か
ら
「
落
書
」
へ
の
移
動
を
経
た
後
も
、
虚
構
内
に
残
存
さ
せ
る
。『
箱

男
』
が
貼
付
の
み
な
ら
ず
、
別
紙
の
挿
入
や
注
記
や
筆
記
具
や
「
字
体
」
の
変

更
に
言
及
し
つ
つ
断
片
的
物
語
を
提
示
し
、
読
者
に
「
ノ
ー
ト
」
の
空
間
に
注

意
を
促
す
の
で
あ
れ
ば
、「
ノ
ー
ト
」
と
し
て
書
物
の
ペ
ー
ジ
を
読
む
こ
と
は
、

工学院大学　研究論叢　第 52 − ⑴号

四

74



語
り
手
や
記
述
者
を
持
た
な
い
「
ノ
ー
ト
」
の
ペ
ー
ジ
に
も
、
こ
の
言
及
が
及

ぶ
可
能
性
を
排
除
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
最
後
の
場
面
に
戻
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
「
ノ
ー
ト
」
に
書
か
れ
た
記
述
と

し
て
読
ま
れ
て
い
た
文
字
が
「
箱
」
の
「
落
書
」
へ
、「
余
白
」
へ
、
そ
し
て
さ

ら
に
「
迷
路
」
へ
と
飛
躍
す
る
虚
構
の
移
動
の
唐
突
さ
を
、
字
義
通
り
そ
の
よ
う

な
空
間
の
生
成
の
場
面
と
捉
え
る
に
せ
よ
、
こ
の
作
品
全
体
の
特
徴
を
凝
縮
し
た

場
面
と
捉
え
る
に
せ
よ
、
そ
の
解
釈
は
必
ず
そ
の
外
部
を
伴
う
と
い
う
こ
と
が
予

想
で
き
る
。

　

じ
っ
さ
い
箱
と
い
う
や
つ
は
、
見
か
け
は
ま
っ
た
く
単
純
な
直
方
体
に
す

ぎ
な
い
が
、
い
っ
た
ん
内
側
か
ら
眺
め
る
と
、
百
の
知
恵
の
輪
を
つ
な
ぎ
合

わ
せ
た
よ
う
な
迷
路
な
の
だ
。
も
が
け
ば
、
も
が
く
ほ
ど
、
箱
は
体
か
ら
生

え
出
た
も
う
一
枚
の
外
皮
の
よ
う
に
、
そ
の
迷
路
に
新
し
い
節
を
つ
く
っ

て
、
ま
す
ま
す
中
の
仕
組
み
を
も
つ
れ
さ
せ
て
し
ま
う
。

　

現
に
姿
を
消
し
た
彼
女
だ
っ
て
、
こ
の
迷
路
の
何
処
か
に
ひ
そ
ん
で
い
る

こ
と
だ
け
は
確
か
な
の
だ
。
べ
つ
に
逃
げ
去
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
ぼ
く
の

居
場
所
を
見
つ
け
出
せ
ず
に
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
ろ
う
。
い
ま
な
ら
は
っ
き

り
と
、
確
信
を
も
っ
て
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
ぼ
く
は
少
し
も
後
悔
な
ん
か

し
て
い
な
い
。
手
が
か
り
が
多
け
れ
ば
、
真
相
も
そ
の
手
が
か
り
の
数
だ
け

存
在
し
て
い
て
い
い
わ
け
だ
。（《
…
…
…
…
…
…
…
…
》）

　

こ
の
場
面
を
統
一
さ
れ
た
物
語
世
界
と
い
う
前
提
か
ら
の
解
釈
で
は
、
虚
構

を
前
景
化
さ
せ
て
読
者
を
煙
に
巻
く
自
己
言
及
タ
イ
プ
の
物
語
分
類
や
作
者
の

意
図
や
そ
の
技
量
と
い
う
作
品
全
体
の
評
価
に
向
か
う
傾
向
に
あ
る
。
だ
が
、

「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
虚
構
の
前
提
を
、
そ
の
本
質
で
あ
る
移
動
性
に
よ
っ
て
虚

構
自
身
が
行
使
す
る
と
し
た
ら
、
こ
の
最
後
の
場
面
は
、
そ
の
時
空
と
今
ベ
ー

ジ
を
見
て
い
る
読
者
の
実
際
世
界
の
空
間
認
識
と
の
落
差
が
、「
ノ
ー
ト
」
と

い
う
虚
構
の
広
が
り
を
、
自
分
の
住
む
世
界
に
実
在
す
る
ノ
ー
ト
の
知
識
を
投

射
し
て
認
識
し
て
い
た
習
慣
を
露
呈
さ
せ
、
こ
の
作
品
の
当
初
か
ら
時
折
読
者

を
面
食
ら
わ
せ
て
い
た
「
虚
構
意
識
」
と
「
知
覚
経
験
」
の
「
せ
め
ぎ
合
い
」

を
さ
ら
に
拡
張
し
な
が
ら
反
復
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

記
述
者
の
特
定
で
き
な
い
写
真
や
新
聞
記
事
の
ペ
ー
ジ
は
、
書
物
を
虚
構
と

見
な
し
、
物
語
世
界
を
辿
る
文
学
的
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
名
詞
を
修
飾
す
る

形
容
詞
の
よ
う
に
、
背
景
や
雰
囲
気
を
説
明
す
る
修
飾
的
機
能
と
し
て
扱
わ
れ

る
。
だ
が
、『
箱
男
』
で
は
、
む
し
ろ
こ
の
機
能
が
対
象
指
示
と
指
示
対
象
の

対
応
関
係
を
動
揺
さ
せ
る
場
面
を
隠
さ
な
い
。
と
い
う
の
も
、『
箱
男
』
に
は
、

ま
だ
さ
ら
に
記
述
者
の
特
定
で
き
な
い
章
が
複
数
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
様
々
な

不
明
な
点
を
残
し
な
が
ら
物
語
世
界
内
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

物
語
世
界
を
対
象
指
示
す
る
読
者
の
行
為
を
保
証
す
る
虚
構
と
い
う
前
提

を
、
虚
構
自
体
の
性
質
に
よ
っ
て
揺
る
が
す
場
面
が
、『
箱
男
』
の
最
後
に
強

調
さ
れ
、
そ
れ
が
「
落
書
」、「
余
白
」、「
迷
路
」
と
さ
ら
に
移
動
を
重
ね
る
の

な
ら
、『
箱
男
』
を
読
む
場
合
の
読
者
は
、
背
理
法
的
な
読
み
を
強
い
ら
れ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
仮
定
を
推
し
進
め
、
そ
れ
が
間
違
い
で

あ
る
と
結
論
し
、
そ
の
逆
を
真
と
判
定
す
る
論
理
が
繰
り
返
さ
れ
る
よ
う
だ
か

ら
だ
（「
い
っ
た
い
、
誰
が
箱
男
で
な
か
っ
た
の
か
。
誰
が
箱
男
に
な
り
そ
こ

な
っ
た
の
か
。」《
こ
こ
に
再
び
、
そ
し
て
最
後
の
挿
入
文
》）。
こ
の
繰
り
返
し

が
要
請
す
る
も
の
は
、
指
示
す
る
も
の
と
指
示
さ
れ
る
も
の
の
関
係
の
不
確
か

さ
だ
が
、
む
し
ろ
こ
の
背
理
法
は
指
示
す
る
も
の
自
身
の
形
容
詞
的
身
分
が
作

書物の「帰属」を変える（Ⅲ）
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り
出
す
世
界
を
浮
上
さ
せ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
〜
的
な
も
の
」

「
〜
っ
ぽ
い
も
の
」
に
覆
わ
れ
た
世
界
で
あ
る
。

二　

記
述
者
の
特
定
で
き
な
い
章
と
物
語
の
関
係

　

田
中
裕
之
の
分
類
に
よ
れ
ば
、『
箱
男
』
に
は
二
つ
の
「
新
聞
記
事
」
に
加

え
、《
別
紙
に
よ
る
三
ペ
ー
ジ
半
の
挿
入
文
》、《
Ｄ
の
場
合
》、《
夢
の
な
か
で
は

箱
男
も
箱
を
脱
い
で
し
ま
っ
て
い
る
。
箱
暮
ら
し
を
始
め
る
前
の
夢
を
見
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
箱
を
出
た
後
の
生
活
を
夢
見
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
…
…
》
の
三
章
が
「
不
明
の
記
述
者（
７
）」
と
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
中
盤
に
位
置

す
る
最
長
の
章
、《
書
い
て
い
る
ぼ
く
と
、
書
か
れ
て
い
る
ぼ
く
と
の
不
機
嫌
な

関
係
》
以
前
で
は
、
二
つ
の
新
聞
記
事
風
の
記
述
と
《
別
紙
に
よ
る
三
ペ
ー
ジ

半
の
挿
入
文
》
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
大
ま
か
に
見
て
、
こ
れ
ら
三
章
は
そ
れ

ぞ
れ
配
置
さ
れ
た
前
後
の
章
と
の
関
係
で
、
そ
の
機
能
が
固
定
さ
れ
て
い
る
が
、

逆
に
こ
れ
ら
三
章
の
配
置
に
よ
っ
て
、
各
々
の
前
後
の
章
も
予
想
以
上
の
機
能

を
読
者
に
示
唆
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
章
に
よ
っ
て
、
記
述
者
と
一

つ
の
記
述=

章
の
閉
じ
た
対
応
関
係
は
、
隣
り
合
う
ま
た
は
章
を
超
え
た
記
述

同
士
の
可
変
的
関
係
に
注
意
を
促
す
契
機
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
章
で
は
ま
ず
、
前
半
に
差
し
挟
ま
れ
た
《
別
紙
に
よ
る
三
ペ
ー
ジ
半
の

挿
入
文
》
を
手
が
か
り
に
、〈
ぼ
く
〉
が
属
す
る
物
語
世
界
の
背
景
や
雰
囲
気

（
二
つ
の
新
聞
記
事
）
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
記
述
者
の
特
定
で
き
な
い
章
の

位
置
づ
け
を
、『
箱
男
』
の
中
心
に
位
置
す
る
《
書
い
て
い
る
ぼ
く
と
、
書
か

れ
て
い
る
ぼ
く
と
の
不
機
嫌
な
関
係
を
め
ぐ
っ
て
》
前
後
の
章
を
含
め
て
検
討

を
し
た
い
。

　

ま
ず
、《
別
紙
に
よ
る
三
ペ
ー
ジ
半
の
挿
入
文
》
は
、〈
ぼ
く
〉
と
思
し
き

人
物
が
こ
の
挿
入
文
に
但
し
書
き
を
加
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、〈
ぼ
く
〉
の
い

る
時
空
の
中
で
処
理
可
能
に
見
え
る
。
だ
が
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
挿
入
文

が
「
ノ
ー
ト
」
上
に
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
書
き
込
み
の
順
序
だ
け
で
な
く
、

「
ノ
ー
ト
」
へ
の
挿
入
の
時
点
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
（
紙
が
違
う
だ
け
で
は
な
い
。
は
じ
め
て
万
年
筆
が
使
用
さ
れ
、
字
体
も

あ
き
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
誰
か
が
、
別
の
ノ
ー
ト
に
ま

と
め
て
清
書
す
る
と
す
れ
ば
、
紙
も
字
体
も
簡
単
に
統
一
さ
れ
て
し
ま
う
は

ず
だ
。
そ
う
神
経
質
に
な
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。）

�

（《
別
紙
に
よ
る
三
ペ
ー
ジ
半
の
挿
入
文
》）

　

こ
の
「
別
紙
」
の
但
し
書
き
が
そ
の
内
容
よ
り
時
間
的
に
後
に
書
か
れ
た

と
判
断
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
す
で
に
「
ノ
ー
ト
」
の
こ
の
場
所
に
挿
入

さ
れ
て
あ
っ
た
の
か
、〈
ぼ
く
〉
が
後
か
ら
「
挿
入
」
し
た
か
は
確
定
し
づ
ら

い
。
さ
ら
に
、
注
意
し
た
い
の
は
引
用
後
半
の
記
述
で
あ
る
。
こ
の
但
し
書
き

の
促
し
に
逆
ら
っ
て
「
神
経
質
に
な
る
」
な
ら
、
読
者
は
こ
の
「
字
体
」
の

違
い
を
書
物
の
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
想
像
す
る
し
か
な
い
点
が
強
調
さ
れ
、「
清

書
」
さ
れ
て
「
字
体
」
が
統
一
さ
れ
た
後
の
「
ノ
ー
ト
」
も
ま
た
、
黒
い
印
刷

文
字
の
並
ん
だ
ペ
ー
ジ
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
い
か
ら
だ
。
と
い
う
の
も
、
次

章
《
書
い
て
い
る
ぼ
く
と
、
書
か
れ
て
い
る
ぼ
く
と
の
不
機
嫌
な
関
係
を
め

ぐ
っ
て
》
で
、「
ノ
ー
ト
」
を
書
く
〈
ぼ
く
〉
と
書
か
れ
る
側
の
〈
贋
箱
男
〉

が
「
ノ
ー
ト
」
を
挟
ん
で
対
話
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
書
物
の
ペ
ー

ジ
を
「
ノ
ー
ト
」
と
見
な
し
て
き
た
読
者
が
、
自
分
の
実
際
世
界
に
存
在
す
る
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ノ
ー
ト
と
異
な
る
そ
の
性
質
に
戸
惑
う
よ
う
に
思
う
の
は
、「
ノ
ー
ト
」
が
、

数
の
無
限
離
散
的
な
性
質
を
利
用
し
た
果
て
し
な
い
広
さ
を
も
つ
よ
う
に
思
え

て
く
る
か
ら
だ
っ
た
（「
一
時
間
に
五
ペ
ー
ジ
と
い
う
こ
と
で
計
算
し
て
み
る

か
。
五
十
九
ペ
ー
ジ
を
五
で
割
る
と
、
十
一
が
立
っ
て
、
余
り
が
四
…
…
十
一

時
間
と
五
十
分
か
…
…
そ
ろ
そ
ろ
こ
の
ペ
ー
ジ
も
終
り
だ
か
ら
、
切
り
上
げ
て

十
二
時
間
に
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。」
同
右（
８
））。

　
〈
ぼ
く
〉
の
体
力
的
限
界
を
考
慮
し
て
も
、
人
間
が
一
日
中
書
く
量
を
凌

駕
す
る
程
度
の
ノ
ー
ト
な
ら
実
際
世
界
に
も
あ
り
う
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は

「
ノ
ー
ト
」
が
そ
の
よ
う
な
物
質
性
を
備
え
た
ノ
ー
ト
か
ど
う
か
ど
う
か
確
定

不
能
な
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
紙
と
い
う
有
限
な
物
質
で
で
き
た
書
物
の

ペ
ー
ジ
を
物
語
世
界
に
投
射
し
た
読
者
の
推
測
は
裏
切
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
同
様

に
、「
ノ
ー
ト
」
に
書
か
れ
る
側
の
〈
贋
箱
男
〉
と
書
く
側
の
〈
ぼ
く
〉
の
対

話
自
身
も
ま
た
、
文
字
と
し
て
こ
の
「
ノ
ー
ト
」
平
面
に
書
き
込
ま
れ
続
け
、

そ
れ
を
指
摘
す
る
〈
贋
箱
男
〉
の
言
葉
も
彼
自
身
が
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
と
し

た
ら
、
文
字
化
さ
れ
る
言
説
だ
け
で
な
く
、
ま
だ
発
話
以
前
の
文
字
数
す
ら
数

え
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
読
者
は
不
可
解
な
感
覚
に
襲
わ
れ
る
は

ず
だ
。〈
ぼ
く
〉
の
書
く
物
語
内
の
実
際
世
界
を
、
彼
が
書
い
た
世
界
に
住
む

〈
贋
箱
男
〉
に
徹
底
し
た
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
時
空
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
の

場
面
は
、
虚
構
を
前
提
に
し
て
物
語
を
読
む
読
者
に
、「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
平

面
が
物
語
に
回
収
で
き
な
い
余
剰
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
す
で
に
強
調
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
、
記
述
者
の
特
定
で
き
な
い
の
《
別
紙
に
よ
る
三
ペ
ー
ジ
半
の

挿
入
文
》
と
前
後
の
章
と
の
関
係
を
辿
り
直
し
て
み
る
と
、
こ
の
章
は
、
同

じ
男
と
女
の
暗
闇
で
の
会
話
を
覗
き
見
る
〈
ぼ
く
〉
の
眼
の
動
き
に
合
わ
せ

て
、
女
の
裸
体
の
諸
部
分
が
読
者
に
女
の
全
体
を
投
射
す
る
よ
う
促
す
前
章

の
《
鏡
の
中
で
》
と
、
虚
構
と
し
て
の
「
ノ
ー
ト
」
の
異
様
さ
が
強
調
さ
れ
る

《
書
い
て
い
る
ぼ
く
と
、
書
か
れ
て
い
る
ぼ
く
と
の
不
機
嫌
な
関
係
を
め
ぐ
っ

て
》
の
間
に
差
し
挟
ま
れ
た
「
別
紙
」
の
「
挿
入
文
」
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
三
章

を
「
ノ
ー
ト
」
と
読
者
の
関
係
の
変
化
に
沿
っ
て
な
ぞ
る
な
ら
、《
鏡
の
中
で
》

の
贋
箱
男
と
女
の
対
話
を
引
き
継
い
だ
こ
の
章
は
、
挿
入
さ
れ
た
後
に
章
の
冒

頭
に
書
き
込
ま
れ
た
但
し
書
き
の
存
在
に
よ
っ
て
、「
字
体
」
の
違
い
を
読
者

に
推
測
さ
せ
、「
ノ
ー
ト
」
の
不
透
明
さ
に
注
意
を
促
す
こ
と
で
、
前
後
の
章

の
記
述
者
と
さ
れ
る
〈
ぼ
く
〉
の
物
語
世
界
か
ら
、
物
語
の
前
提
条
件
で
あ
る

「
ノ
ー
ト
」
の
虚
構
性
を
前
景
化
す
る
役
割
を
担
う
よ
う
に
見
え
て
く
る
。

　

と
い
う
の
も
、
挿
入
と
い
う
行
為
が
あ
ら
か
じ
め
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、

こ
の
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
場
合
を
考
慮
す
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
場
合
、《
書
い
て
い
る
ぼ
く
と
、
書
か
れ
て
い
る
ぼ
く
と
の
不
機
嫌

な
関
係
を
め
ぐ
っ
て
》
の
対
話
は
「
ノ
ー
ト
」
を
〈
物
語
は
虚
構
だ
〉
と
物
語

が
語
る
自
己
言
及
的
物
語
に
留
ま
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
そ
の
前
章
に
位
置
す
る

《
鏡
の
中
で
》
の
男
女
と
登
場
人
物
が
同
じ
で
あ
る
点
か
ら
、
書
く
〈
ぼ
く
〉

と
書
か
れ
る
〈
贋
箱
男
〉
と
の
対
話
も
ま
た
、《
鏡
の
中
で
》
の
物
語
世
界
と

同
一
と
見
な
さ
れ
、
自
己
言
及
的
な
物
語
へ
の
展
開
の
中
で
「
ノ
ー
ト
」
へ
の

言
及
は
、
自
己
言
及
性
を
披
露
す
る
虚
構
の
中
心
移
動
の
柔
軟
性
と
解
釈
さ

れ
、
物
語
の
余
剰
と
し
て
処
理
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、《
書
い
て
い
る
ぼ
く
と
、
書
か
れ
て
い
る
ぼ
く
と
の
不
機
嫌
な
関

係
を
め
ぐ
っ
て
》
の
章
で
の
、
書
く
〈
ぼ
く
〉
と
書
か
れ
る
〈
贋
箱
男
〉
と
の

書物の「帰属」を変える（Ⅲ）
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対
話
以
降
、
後
続
す
る
章
で
〈
贋
箱
男
〉
は
書
く
側
に
回
り
、〈
軍
医
殿
〉
と

の
関
係
で
今
度
は
〈
贋
医
者
〉
と
称
す
る
が
、
こ
の
〈
贋
─
〉
の
移
動
に
よ
っ

て
、〈
ぼ
く
〉
以
外
に
「
ノ
ー
ト
」
に
書
き
込
む
権
利
を
有
す
る
者
の
条
件
、

す
な
わ
ち
、
読
者
は
こ
の
「
ノ
ー
ト
」
に
書
き
込
む
権
利
が
な
い
、
と
い
う
条

件
が
明
確
化
す
る
場
合
、《
別
紙
に
よ
る
三
ペ
ー
ジ
半
の
挿
入
文
》
の
「
ノ
ー

ト
」
の
強
調
は
無
視
で
き
な
い
。
こ
れ
以
後
、「
ノ
ー
ト
」
の
平
面
は
前
半
よ

り
も
有
効
活
用
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
虚
構
と
し
て
読
む
意
識

が
明
確
な
読
者
な
ら
、
章
が
変
わ
る
ご
と
に
〈
ぼ
く
〉
以
外
の
記
述
者
が
入
り

乱
れ
、
書
類
の
添
付
や
記
述
者
の
交
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
イ
ン
ク
の
色
や
「
字

体
」
を
識
別
す
る
手
立
て
も
な
い
ま
ま
、
一
つ
の
章
を
一
人
の
記
述
者
が
書
い

た
か
す
ら
も
判
別
で
き
な
い
部
分
に
出
会
う
た
び
に
作
品
を
手
に
取
っ
た
時
に

当
然
通
過
し
た
は
ず
の
条
件
が
読
む
行
為
の
た
だ
中
で
提
示
さ
れ
る
こ
と
を
意

識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。（
特
に
、《
死
刑
執
行
人
に
罪
は
な
い
》
の
最
後
に
あ
る

「（
理
由
不
明
な
と
つ
ぜ
ん
の
中
断
）」
の
部
分
と
、《
そ
し
て
開
幕
の
ベ
ル
も
聞

か
ず
に
劇
は
終
わ
っ
た
》
の
最
後
に
続
い
て
始
ま
る
章
題
の
な
い
「
時
計
の
文

字
盤
は
片
減
り
す
る
」
か
ら
「
劇
は
終
っ
た
」
の
二
十
三
行
の
詩
的
断
章
は
、

一
つ
の
章
に
一
人
の
記
述
者
と
い
う
従
来
の
考
え
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。）

　

こ
の
転
換
は
、
物
語
上
は
〈
ぼ
く
〉─〈
贋
箱
男
〉
か
ら
〈
軍
医
殿
〉─〈
贋
医

者
〉
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。
こ
の
転
換
が
同
時
に
読
者
の
身
分
を
明
か
す
契

機
と
呼
べ
る
の
は
、〈
ぼ
く
〉
を
主
な
記
述
者
と
し
、
他
か
ら
の
書
き
込
み
可

能
性
が
背
景
化
さ
れ
て
い
た
「
ノ
ー
ト
」
の
体
制
が
破
ら
れ
、
他
者
に
開
か
れ

る
に
つ
れ
て
元
の
体
制
に
修
復
し
よ
う
と
す
る
読
者
の
読
み
の
習
慣
に
対
し
、

「
ノ
ー
ト
」
自
身
が
そ
の
権
利
を
主
張
す
る
か
ら
で
あ
る
。
物
語
世
界
に
従
え

ば
、〈
贋
箱
男
〉
が
〈
贋
医
者
〉
と
な
り
、〈
軍
医
殿
〉
の
記
述
と
交
互
に
対
話

す
る
よ
う
に
続
く
《
供
述
書
》（〈
贋
医
者
〉
の
記
述
）、《
Ｃ
の
場
合
》（〈
軍
医

殿
〉）、《
続
・
供
述
書
》（〈
贋
医
者
〉）、《
死
刑
執
行
人
に
罪
は
な
い
》（〈
軍
医

殿
〉）
の
四
章
は
、
互
い
の
章
の
内
容
に
言
及
す
る
点
で
一
連
の
対
話
的
物
語

を
成
す
と
捉
え
ら
れ
る
が
、「
ノ
ー
ト
」
上
に
書
か
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
場

合
、《
Ｃ
の
場
合
》
に
よ
っ
て
二
つ
に
分
割
さ
れ
た
「
供
述
書
」
は
、
貼
付
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
書
き
写
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、「
さ
て
、
お
尋
ね
の
変
死
体
の
件
で
あ
り
ま
す
が
…
…
」（《
供
述

書
》）
で
中
断
し
、「
さ
て
、
お
尋
ね
の
変
死
体
の
件
で
あ
り
ま
す
が
」（
《
続
・

供
述
書
》
）
で
再
度
繰
り
返
さ
れ
て
始
ま
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
「
供
述
書
」
全

体
は
、
一
枚
の
紙
片
に
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。
も
し

筆
写
さ
れ
た
も
の
な
ら
、
両
者
を
分
断
す
る
《
Ｃ
の
場
合
》
で
言
及
さ
れ
る

「
書
き
か
け
の
」「
ま
だ
起
き
て
い
な
い
事
件
の
《
供
述
書
》」
は
、「
ノ
ー
ト
」

が
複
数
あ
る
の
だ
か
ら
一
通
で
な
い
だ
け
で
な
く
、
な
ぜ
「
ノ
ー
ト
」
に
公
的

機
関
に
提
出
す
る
書
類
が
書
か
れ
て
あ
る
の
か
、
と
い
う
読
者
の
通
念
を
思
い

起
こ
す
契
機
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
〈
贋
医
者
〉
の
《
供
述
書
》
と
《
続
・
供
述
書
》
へ
の
読
者
の
信
用
に
疑
い

を
も
た
ら
す
〈
軍
医
殿
〉
の
言
葉
が
不
意
に
途
切
れ
る
時
（「
理
由
不
明
な
と

つ
ぜ
ん
の
中
断
」《
死
刑
執
行
人
に
罪
は
な
い
》）、
こ
の
章
に
〈
軍
医
殿
〉
以

外
の
書
き
込
み
の
余
地
を
見
出
す
読
者
は
、
物
語
内
の
他
者
の
書
き
込
み
可
能

な
「
ノ
ー
ト
」
の
性
質
に
よ
っ
て
、
書
き
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
自
ら
の
資
格

を
裏
打
ち
さ
れ
、
実
際
世
界
と
物
語
世
界
の
通
路
で
あ
る
こ
の
虚
構
の
平
面
に
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よ
っ
て
、
印
刷
文
字
の
並
ぶ
書
物
に
向
か
う
実
際
世
界
へ
引
き
戻
さ
れ
て
、
供

述
書
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
ノ
ー
ト
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
例
示

的
対
応
に
終
始
せ
ざ
る
を
得
な
い
自
分
を
見
出
す
瞬
間
に
、
読
む
最
中
に
こ
そ

遭
遇
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
契
機
を
、
虚
構
の
優
位
と
し
て
解
釈
す
る
な
ら
、
安
部
が
「
都
市

的
な
も
の
」
や
「
帰
属
」
へ
の
問
い
を
込
め
た
「〈
書
斎
に
た
ず
ね
て
〉」
と
い

う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
『
箱
男
』
と
い
う
書
物
に
挿
入
し
た
点
に
つ
い
て
言

及
す
る
困
難
に
つ
き
あ
た
る
だ
ろ
う
。
物
語
内
に
留
ま
っ
て
誰
が
記
述
者
か
と

問
う
こ
と
は
、
物
語
と
虚
構
の
ズ
レ
を
再
統
合
し
て
不
問
の
ま
ま
に
し
、
現
実

と
虚
構
の
区
別
を
維
持
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、『
箱
男
』
に
お
け
る
虚

構
の
前
景
化
は
、
文
学
領
域
に
お
け
る
物
語
的
虚
構
だ
け
で
な
く
、
読
者
の
実

際
世
界
に
関
わ
る
と
い
う
点
が
重
視
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
物
語
世
界
を
指
示

す
る
は
ず
の
「
ノ
ー
ト
」
こ
そ
が
、
当
の
世
界
を
歪
ま
せ
、
指
示
対
象
の
な
い

「
余
白
」
と
し
て
の
〈
ノ
ー
ト
的
な
も
の
〉
だ
か
ら
だ
。

三　
〈
〜
的
な
も
の
〉
が
構
成
す
る
世
界
の
広
が
り

　

六
十
年
代
か
ら
『
箱
男
』
に
至
る
安
部
公
房
の
小
説
作
品
を
「
図
式
と
図
式

の
衣
装
」
と
評
し
た
岡
庭
昇
は
、『
箱
男
』
の
件
の
最
後
の
「
迷
路
」
に
言
及

す
る
場
面
に
対
し
、
作
品
を
作
家
の
「
生
」
の
表
現
と
す
る
立
場
か
ら
、「
迷

路
を
迷
路
そ
の
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
し
な
い
」「
裏
返
さ
れ
た
世
界
を
、

そ
の
も
の
と
し
て
想
像
化
し
て
み
よ
う
と
は
し
な
い
」
と
、
そ
の
過
剰
な
ほ
ど

の
方
法
意
識
に
不
満
を
述
べ
て
い
る（
９
）。
一
方
で
、
そ
の
舞
台
で
あ
る
「
現
代
都

市
」
を
「
疎
外
社
会
」
と
捉
え
、『
箱
男
』
の
方
法
を
「
だ
か
ら
箱
男
は
読
者

よ
、
あ
な
た
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
な
ど
と
繰
り
返
し
メ
ッ
セ
ー
ジ
し
て
い

る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
岡
庭
の
指
摘
は
、
む
し
ろ
こ
の
小
説
の
本
質
を
捉
え

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
が
読
者
を
も
含

む
な
ら
、「
迷
路
を
迷
路
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
」
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
作

家
や
記
述
者
の
任
で
は
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
小
説
の
「
図
式
と
図
式
の
衣
装
」

こ
そ
が
、
読
者
に
受
け
渡
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

小
説
作
品
を
一
つ
の
世
界
と
見
な
す
場
合
、
線
的
な
時
間
に
語
り
の
順
序
を

整
序
し
直
す
必
要
が
あ
る
が）
（（
（

、
物
語
世
界
の
統
一
性
を
語
り
の
順
序
が
妨
害
す

る
場
合
、
後
者
を
「
図
式
と
図
式
の
衣
装
」
と
考
え
る
の
は
妥
当
だ
ろ
う
。
言

い
か
え
れ
ば
、
読
者
は
事
実
の
羅
列
の
時
間
で
は
な
く
、
そ
れ
を
線
的
に
整
序

す
る
因
果
関
係
を
求
め
る
と
い
え
る
。

　

だ
が
こ
の
期
待
を
弄
ぶ
よ
う
に
、
す
で
に
起
き
た
事
件
に
対
し
て
書
か
れ

た
「
供
述
書
」
と
ま
だ
起
き
て
い
な
い
事
件
に
つ
い
て
書
き
つ
つ
あ
る
そ
れ
を

め
ぐ
っ
て
、
二
つ
の
時
間
が
交
錯
す
る
《
供
述
書
》
の
章
か
ら
《
死
刑
執
行
人

に
罪
は
な
い
》
の
章
は
、
書
か
れ
た
記
述
を
現
在
か
ら
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
捉

え
、
こ
れ
ら
の
章
を
整
序
し
よ
う
と
す
る
読
者
の
努
力
を
利
用
し
て
、
統
一
す

れ
ば
物
語
世
界
も
ま
た
歪
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
時
間
の
ね
じ
れ
を
作
り
出
す
。

そ
の
後
に
続
く
《
こ
こ
で
再
び　

そ
し
て
最
後
の
挿
入
文
》
か
ら
《
夢
の
な
か

で
は
箱
男
も
箱
を
脱
い
で
し
ま
っ
て
い
る
。
箱
暮
ら
し
を
始
め
る
前
の
夢
を
見

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
箱
を
出
た
後
の
生
活
を
夢
見
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
…
…
》
ま
で
の
四
章
の
中
に
も
、
目
的
の
達
成
の
手
前
で
自
分
が
対
象

と
な
っ
て
し
ま
う
か
、
目
的
に
辿
り
着
か
な
い
記
述
者
の
特
定
で
き
な
い
二
章

書物の「帰属」を変える（Ⅲ）
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が
挟
ま
れ
、
因
果
的
な
時
系
列
の
整
序
を
揶
揄
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
う
一
方
で
、
こ
れ
ら
二
章
の
前
後
に
配
置
さ
れ
た
〈
ぼ
く
〉
が
記
述
者
と

さ
れ
る
《
こ
こ
に
再
び　

そ
し
て
最
後
の
挿
入
文
》
と
《
…
…
…
…
…
…
…
…
》

の
二
章
は
、
一
つ
の
物
語
世
界
に
整
序
可
能
に
見
え
る
。
こ
の
時
、
最
初
の
章

の
「
こ
れ
ま
で
書
い
て
き
た
こ
と
に
ま
っ
た
く
嘘
は
な
い
。
想
像
の
産
物
で

あ
っ
て
も
、
嘘
で
は
な
い
」
と
い
う
真
偽
に
関
わ
る
執
拗
な
主
張
は
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。

　

嘘
は
相
手
を
言
い
く
る
め
て
、
真
実
か
ら
遠
ざ
け
る
こ
と
だ
が
、
想
像
は

む
し
ろ
相
手
を
真
実
に
み
ち
び
く
た
め
の
、
近
道
に
な
り
う
る
も
の
だ
。
ぼ

く
ら
は
す
で
に
真
相
の
一
歩
手
前
ま
で
た
ど
り
着
い
て
い
る
。
こ
の
短
い
訂

正
で
、
す
べ
て
が
一
挙
に
明
白
に
な
っ
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

�

（
《
こ
こ
に
再
び　

そ
し
て
最
後
の
挿
入
文
》）

　

物
語
世
界
で
の
こ
の
「
訂
正
」
は
〈
軍
医
殿
〉
と
〈
贋
医
者
〉
の
対
話
的
な

四
章
の
補
足
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
だ
が
、
真
偽
の
判
断
を
翻
弄
す
る
自
己

言
及
的
物
語
の
中
で
真
偽
の
判
断
を
さ
ら
に
促
さ
れ
る
こ
と
は
、
屋
上
屋
を
重

ね
る
過
剰
な
説
得
術
に
し
か
見
え
な
い
。
し
か
も
『
箱
男
』
初
版
で
は
、
こ
の

言
葉
に
続
く
法
例
文
の
引
用
の
途
中
に
四
枚
の
写
真
が
差
し
挟
ま
れ
、
そ
れ
ら

は
「
短
い
訂
正
」
と
し
な
が
ら
延
々
と
続
く
章
の
後
半
の
手
前
に
、
物
語
を
阻

む
障
壁
の
よ
う
に
立
ち
ふ
さ
が
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
二
つ
の
章
の
物
語
世

界
を
統
一
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
後
者
の
最
後
の
但
し
書
き
に
あ
る
「
ノ
ー

ト
」
の
信
用
を
問
う
記
述
が
対
立
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら

「
ノ
ー
ト
」
自
体
が
「
本
物
の
箱
男
か
ら
預
か
っ
た
遺
書
」
で
あ
り
、「
本
物
の

箱
男
」
は
〈
軍
医
殿
〉
で
自
分
は
「
贋
物
」
だ
と
〈
ぼ
く
〉
が
女
に
告
白
す
る

場
面
の
後
に
加
え
ら
れ
る
次
の
但
し
書
き
が
、
真
偽
を
信
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る

〈
ぼ
く
〉
の
言
葉
に
言
及
し
な
が
ら
、《
こ
こ
に
再
び　

そ
し
て
最
後
の
挿
入

文
》
冒
頭
の
「
真
相
」
や
「
嘘
」
の
語
（
右
の
引
用
箇
所
）
を
注
釈
す
る
よ
う

に
、
鍵
括
弧
（
「
」
）
付
き
で
強
調
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
だ
が
、
断
わ
る
ま
で
も
な
く
、
す
べ
て
の
遺
書
が
額
面
ど
お
り
、
つ
ね

に
真
実
を
告
白
す
る
も
の
と
決
ま
っ
て
い
な
い
。
死
ん
で
い
く
者
に
は
、
生

き
残
る
連
中
に
は
わ
か
ら
な
い
、
や
っ
か
み
も
あ
れ
ば
嫉
妬
も
あ
る
。
な
か

に
は
、「
真
相
」
と
い
う
空
手
形
に
対
す
る
う
ら
み
が
骨
身
に
徹
し
て
い
て
、

せ
め
て
棺
桶
の
蓋
く
ら
い
は
「
嘘
」
の
釘
で
止
め
て
や
ろ
う
と
い
う
、
ひ
ね

く
れ
者
だ
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
た
だ
遺
書
だ
と
い
う
だ
け
で
鵜
呑
み
に
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。）（
《
…
…
…
…
…
…
…
…
》
）

　

こ
の
但
し
書
き
の
記
述
者
が
〈
ぼ
く
〉
で
あ
る
確
率
は
高
い
だ
ろ
う
が
、
こ

の
意
図
的
な
矛
盾
を
強
調
す
る
引
用
を
見
る
と
、
そ
う
で
な
い
可
能
性
も
排
除

で
き
な
い
。
も
し
文
の
挿
入
や
但
し
書
き
の
可
能
な
「
ノ
ー
ト
」
の
平
面
を
取

り
払
っ
て
整
序
さ
れ
た
物
語
世
界
を
構
成
す
る
と
し
て
、
前
言
を
引
用
し
、
物

語
全
体
の
信
用
を
問
う
こ
の
記
述
者
を
「
信
用
で
き
な
い
語
り
手）
（（
（

」
と
す
る
な

ら
「
真
相
」
へ
至
ろ
う
と
す
る
欲
望
だ
け
が
、
宙
吊
り
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
記
述
者
を
特
定
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、「
ノ
ー
ト
」
の
「
字
体
」
も

ペ
ン
の
色
も
紙
の
質
も
知
覚
で
き
な
い
と
い
う
事
実
が
、
読
者
に
突
き
つ
け
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
さ
ら
な
る
徹
底
が
、《
こ
こ
に
再
び　

そ
し
て
最
後
の
挿
入
文
》
の
次

の
《
Ｄ
の
場
合
》
と
、
先
ほ
ど
の
但
し
書
き
の
あ
る
《
…
…
…
…
…
…
…
…
》

の
後
の
《
夢
の
な
か
で
は
箱
男
も
箱
を
脱
い
で
し
ま
っ
て
い
る
。
箱
暮
ら
し
を
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始
め
る
前
の
夢
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
箱
を
出
た
後
の
生
活

を
夢
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
》
の
関
係
に
認
め
ら
れ
る
。《
こ
こ
で
再
び

　

そ
し
て
最
後
の
挿
入
文
》
と
は
無
関
係
だ
が
、
女
性
体
操
教
師
を
自
作
の

「
ア
ン
グ
ル
ス
コ
ー
プ
」
で
覗
く
男
子
生
徒
の
行
為
が
、
こ
れ
ま
で
の
章
の
箱

か
ら
覗
く
行
為
を
連
想
さ
せ
る
短
い
挿
話
的
な
《
Ｄ
の
場
合
》
は
、
そ
の
章
題

に
お
い
て
、
そ
れ
以
前
の
《
Ａ
の
場
合
》
や
《
Ｃ
の
場
合
》
を
連
想
さ
せ
、
物

語
内
の
覗
く
と
い
う
行
為
か
ら
も
、
こ
れ
ま
で
の
章
の
視
野
を
大
ま
か
に
想
起

さ
せ
る
。
一
方
、〈
ぼ
く
〉
が
記
述
者
の
《
…
…
…
…
…
…
…
…
》
を
挟
ん
で
、

箱
を
被
る
父
が
登
場
す
る
《
夢
の
な
か
で
は
箱
男
も
箱
を
脱
い
で
し
ま
っ
て
い

る
。
箱
暮
ら
し
を
始
め
る
前
の
夢
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
箱

を
出
た
後
の
生
活
を
夢
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
》
の
章
で
は
、
夢
の
枠
組

み
を
借
り
て
寓
話
形
式
で
彼
の
郵
便
事
業
の
関
わ
り
と
語
り
手
の
名
前
が
百
科

事
典
に
掲
載
さ
れ
る
由
来
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
二
つ
の
前
の
章
の
女
性

教
師
が
語
る
「
シ
ョ
パ
ン
」
の
語
が
（「
シ
ョ
パ
ン
よ
。
す
て
き
で
、
偉
大
な

シ
ョ
パ
ン
」）
こ
の
章
の
語
り
手
の
名
と
な
り
（「
お
い
、
シ
ョ
パ
ン
、
な
ん
て

い
う
こ
と
を
す
る
ん
だ
い
。」
と
い
う
父
の
呼
び
か
け
に
よ
っ
て
）、
父
は
箱
男

で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
こ
れ
ら
の
章
と
他
の
章
と
物
語
世
界
に
お
け
る
曖
昧

な
関
係
は
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

加
え
て
こ
の
二
章
は
、
以
前
の
各
章
の
物
語
世
界
の
背
景
に
収
ま
り
切
れ
な

い
独
自
の
物
語
世
界
を
展
開
し
、
他
の
章
の
記
述
者
た
ち
が
共
有
す
る
世
界
の

時
空
か
ら
独
立
し
た
印
象
を
与
え
る
。『
箱
男
』
前
半
に
差
し
挟
ま
れ
た
《
別

紙
に
よ
る
三
ペ
ー
ジ
半
の
挿
入
文
》
の
記
述
者
の
特
定
で
き
な
い
範
囲
が
他
の

章
の
記
述
者
の
誰
か
の
可
能
性
を
残
す
の
に
対
し
、
後
半
の
こ
の
二
章
は
、
そ

れ
以
外
の
記
述
者
の
存
在
す
ら
憶
測
で
き
そ
う
で
あ
る
。
物
語
世
界
が
異
な
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
以
前
の
章
を
想
起
さ
せ
る
言
葉
や
行
為
が
嵌
め
込
ま
れ
て

い
る
ゆ
え
に
、「
ノ
ー
ト
」
を
複
数
の
記
述
者
た
ち
が
読
み
、
既
に
書
か
れ
た

記
述
か
ら
引
用
し
て
書
い
た
軌
跡
を
辿
る
よ
う
な
複
数
の
希
薄
な
関
係
が
こ
の

二
章
に
記
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
章
に
お
い
て
こ
そ
、

読
者
は
虚
構
的
実
在
と
し
て
の
物
語
世
界
か
ら
、
関
係
と
し
て
の
「
ノ
ー
ト
」

へ
の
シ
フ
ト
を
促
さ
れ
る
。「
図
式
と
図
式
の
衣
装
」（
岡
庭
前
掲
）
の
読
み
が

不
可
欠
と
な
る
。
記
述
者
の
特
定
で
き
な
い
こ
れ
ら
の
章
は
、
物
語
を
「
ノ
ー

ト
」
と
し
て
読
む
こ
と
が
、「
ノ
ー
ト
」
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
で
は
な
い
と

い
う
点
に
注
意
を
促
す
か
ら
で
あ
る
。
で
は
章
の
一
部
に
こ
の
匿
名
者
が
存
在

す
る
場
合
は
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
後
、『
箱
男
』
は
《
開
幕
五
分
前
》、《
そ
し
て
開
幕
の
ベ
ル
も
聞
か
ず

に
劇
は
終
わ
っ
た
》
の
演
劇
風
の
章
に
続
い
て
、
章
題
の
な
い
二
十
三
行
の

詩
的
断
章
が
空
白
の
後
に
配
置
さ
れ
、
一
向
に
進
ま
な
い
物
語
世
界
の
時
間

が
恋
愛
劇
風
に
語
ら
れ
て
い
く
。
だ
が
、「
永
遠
」
の
「
熱
風
の
苦
痛
」（《
開

幕
五
分
前
》）
も
「
同
じ
場
所
、
同
じ
時
間
」
の
「
繰
り
返
」
し
（《
そ
し
て
開

幕
の
ベ
ル
も
聞
か
ず
に
劇
は
終
っ
た
》）
も
、「
ノ
ー
ト
」
と
し
て
読
ま
れ
る

こ
の
書
物
の
文
字
が
繰
り
返
し
読
ま
れ
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
な
ら
、
章
題

の
な
い
こ
の
詩
的
部
分
が
、
今
見
て
い
る
書
物
の
上
に
整
序
さ
れ
た
文
字
の

連
な
り
と
行
間
よ
り
や
や
広
い
空
白
に
よ
っ
て
記
述
者
の
区
別
を
促
し
て
い

た
点
に
読
者
の
注
意
を
向
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
最
後
の

《
…
…
…
…
…
…
…
…
》
の
章
で
「
ノ
ー
ト
」
と
い
う
前
提
が
取
り
払
わ
れ
、

「
落
書
」
の
「
余
白
」
で
で
き
た
「
迷
路
」
が
広
が
る
時
空
に
読
者
が
解
き
放

書物の「帰属」を変える（Ⅲ）
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た
れ
る
時
、
読
者
は
黒
く
う
ね
っ
た
線
と
白
く
広
が
る
紙
製
の
広
が
り
を
知
覚

し
て
い
る
世
界
に
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
書
物
の
ペ
ー
ジ
に
視
線
を
落
と
す
読
者
が
、
小
説
を
手
放
せ
ば
「
虚

構
意
識
」
か
ら
解
放
さ
れ
、「
知
覚
経
験
」
す
る
実
際
世
界
に
戻
れ
る
の
な
ら
、

最
後
の
場
面
は
「
ノ
ー
ト
」
の
虚
構
性
を
暴
く
こ
と
で
そ
の
役
割
を
終
え
る
だ

ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
落
書
」
の
「
余
白
」
か
ら
「
迷
路
」
へ
と
虚
構

の
中
心
を
移
動
し
続
け
、
読
者
を
さ
ら
に
さ
ま
よ
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
実

際
世
界
そ
の
も
の
が
「
虚
構
意
識
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な

い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
場
を
確
保
で
き
な
い
「
知
覚
経
験
」
は
一
瞬
一
瞬
を
さ

ま
よ
う
し
か
な
い
。

　
『
箱
男
』
が
、
読
者
の
実
際
世
界
を
「
実
際
世
界
的
な
も
の
」
と
し
て
認
識

す
る
よ
う
促
す
こ
と
を
止
め
な
い
の
な
ら
、
読
者
の
「
知
覚
経
験
」
は
、
物
語

世
界
を
実
際
世
界
の
投
射
と
し
て
露
呈
さ
せ
、
剥
き
出
し
に
な
っ
た
投
射
が

「
帰
属
」
す
る
習
慣
の
素
性
に
目
を
向
け
る
契
機
と
な
る
。『
箱
男
』
の
最
後
の

章
の
記
述
者
は
、「
迷
路
」
に
は
多
く
の
「
真
相
」
が
あ
り
、
そ
の
ぶ
ん
だ
け

「
手
掛
か
り
」
が
あ
る
と
記
し
た
。
読
者
と
書
物
の
間
を
結
ぶ
習
慣
も
、「
〜
的

な
も
の
」
と
な
っ
た
実
際
世
界
の
「
迷
路
」
に
放
た
れ
て
み
る
必
要
が
あ
る
の

だ
。

　

安
部
と
同
時
代
に
、「
人
口
過
剰
を
も
た
ら
し
、
都
市
生
活
と
の
関
係
が
必

ず
し
も
識
別
さ
れ
な
い
住
宅
地
区
あ
る
い
は
住
宅
《
街
》
の
建
設
が
も
た
ら

す
」「
農
業
や
伝
統
的
農
民
生
活
の
世
界
的
危
機
」
で
あ
る
と
フ
ラ
ン
ス
か
ら
世

界
の
状
況
を
捉
え
る
ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
も
ま
た
、
都
市
の
「
中
枢
性
」

と
世
界
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
よ
っ
て
田
舎
と
都
会
の
対
立
の
曖
昧
化
す
る
状

況
に
対
し
て
、「
都
市
的
な
る
も
の
」（lʼurbain

）
と
い
う
形
容
詞
の
名
詞
化

し
た
様
態
を
表
す
言
葉
を
用
い
た
。
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
は
「《
都
市
》
と
呼
ん
で

い
る
も
の
の
破
壊
」
と
「
都
市
か
ら
遠
く
、
都
市
の
上
方
に
、
国
土
あ
る
い
は

大
陸
の
規
模
」
に
移
行
し
た
経
済
の
「
合
理
性
」
に
対
す
る
「
危
機
」
か
ら
、

こ
う
名
付
け
た）
（（
（

。
こ
の
状
況
は
戦
後
復
興
を
遂
げ
る
日
本
も
例
外
で
は
な
い
。

　
『
箱
男
』
の
折
込
付
録
「〈
書
斎
に
た
ず
ね
て
〉」
の
「
帰
属
」
と
い
う
語
に

戦
後
資
本
主
義
へ
の
抵
抗
を
見
る
中
島
誠
が
注
目
す
る
の
も
、
日
本
に
お
け

る
「
都
会
と
農
村
」
と
い
う
「
両
極
構
造
」
を
「
生
産
点
群
対
憩
い
の
ふ
る
さ

と
」
と
し
て
「
か
な
り
意
図
的
に
こ
し
ら
え
て
き
た
」
国
家
が
、
そ
の
往
復
の

加
速
を
国
民
に
強
い
る
現
況
を
指
摘
し
、「
人
間
の
住
む
場
所
が
な
く
な
っ
た

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
書
く
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
『
箱
男
』
に
見
出
し
た
か
ら

で
あ
っ
た）
（（
（

。
こ
の
状
況
の
変
化
を
考
え
、
安
部
は
「
蒸
発
男
」
の
モ
チ
ー
フ
か

ら
自
分
自
身
に
「
帰
属
」
す
る
場
所
の
な
い
箱
男
に
テ
ー
マ
に
「
深
化
」
し
た
と

中
島
は
捉
え
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
と
言
葉
の
関
係
が
曖
昧
化
し
て
い
る
世
界
で

『
箱
男
』
は
、
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
な
ら
「
危
機
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
に
読
者
を
解

き
放
つ
と
い
え
る
。

　

物
語
世
界
で
は
〈
ぼ
く
〉
が
住
む
の
は
、「
地
方
都
市
」
だ
が
、
そ
れ
は
都

会
と
田
舎
の
対
立
関
係
で
分
割
で
き
な
い
中
間
的
な
場
所
で
あ
る
。
そ
し
て

「
都
市
的
な
も
の
」
は
、「
〜
的
な
も
の
」
の
身
分
に
留
ま
り
続
け
る
『
箱
男
』

の
読
者
の
生
き
る
実
際
世
界
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
物
語
と
虚
構
を
緊
密

に
連
携
さ
せ
、
読
者
の
住
む
実
際
世
界
を
現
実
と
し
て
区
別
し
、
虚
構
を
文
学

作
品
に
「
帰
属
」
さ
せ
る
習
慣
は
、
物
語
を
消
費
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
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さ
れ
て
き
た
。
文
字
を
前
景
化
し
、
白
い
紙
の
ペ
ー
ジ
を
後
景
に
押
し
や
っ
て

そ
こ
に
な
い
世
界
を
読
む
時
、
意
味
を
期
待
す
る
『
箱
男
』
の
読
者
は
、
読
む

習
慣
に
齟
齬
を
来
し
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
は
、
物
語
と
い
う
商
品
が
入
っ
て
い

る
と
信
じ
さ
せ
る
書
物
と
い
う
虚
構
の
箱
を
そ
の
つ
ど
知
覚
す
る
の
で
あ
る
。

（
注
）

（
１
）�

拙
論
「
書
物
の
「
帰
属
」
を
変
え
る
─
安
部
公
房
『
箱
男
』
の
構
成
に
お
け
る
「
ノ
ー

ト
」
の
役
割
─
」（『
工
学
院
大
学
研
究
論
叢
』
五
〇
─
一
号　

二
〇
一
二
・
十
）�

、「
書

物
の
「
帰
属
」
を
変
え
る
（
Ⅱ
）
─
安
部
公
房
『
箱
男
』
の
折
込
付
録
「〈
書
斎
に
た

ず
ね
て
〉」
の
展
開
可
能
性
─
」（『
工
学
院
大
学
研
究
論
叢
』
五
〇
─
一
号　

二
〇
一

三
・
十
）
参
照
。

（
２
）�

平
岡
篤
頼
「
続
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
熱
風
」（『
早
稲
田
文
学
』
一
九
七
三
・
九
）
参
照
。

（
３
）�

杉
浦
明
恵
「
安
部
公
房
『
箱
男
』
に
お
け
る
語
り
の
重
要
性
」（『
岩
手
大
学
人
文
社
会

科
学
研
究
科
紀
要
』
第
十
七
号　

二
〇
〇
八
・
七
）
参
照
。

（
４
）
マ
リ
ー
・
ロ
ー
ル=

ラ
イ
ア
ン
は
可
能
世
界
論
か
ら
、
指
示
を
め
ぐ
っ
て
実
際
世
界

の
比
較
し
て
虚
構
の
移
動
的
な
属
性
を
明
確
に
し
て
い
る
（
「
１　

虚
構
の
中
心
移

動
」『
可
能
世
界
・
人
工
知
能
・
物
語
理
論
』
所
収　

岩
松
正
洋
訳　

水
声
社　

二
〇
〇

六
・
一
）。
本
稿
で
は
、
こ
の
移
動
が
、
特
に
一
人
称
の
語
り
が
自
ら
の
言
葉
が
書
か

れ
る
前
提
と
し
て
の
「
ノ
ー
ト
」
の
他
の
語
（「
落
書
き
」「
迷
路
」
）
へ
の
差
し
替
え

で
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
多
世
界
解
釈
的
な
移
動
性
に
は
言
及
し
な
い
が
、
物
語
と
虚
構

の
区
別
と
い
う
問
題
設
定
は
参
照
し
た
。

（
５
）�

清
塚
邦
彦
「
写
真
の
虚
構
性
と
非
虚
構
性
」（『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
哲
学
』
所
収　

勁
草

書
房　

二
〇
〇
九
・
十
二
）
参
照
。

（
６
）�

田
中
裕
之
「『
箱
男
』
論
（
二
）─
そ
の
構
造
に
つ
い
て
─
」（『
梅
花
女
子
大
学
文
学
部

紀
要
（
比
較
文
化
）』
一
九
九
八
・
十
二
）
参
照
。

（
７
）�

注
（
６
）
参
照
。
な
お
、
本
稿
で
は
記
述
に
重
き
を
置
く
た
め
、「
記
述
者
の
特
定
で

き
な
い
記
述
」
と
し
た
。

（
８
）�

注（
１
）
の
「
書
物
の
「
帰
属
」
を
変
え
る
─
安
部
公
房
『
箱
男
』
の
構
成
に
お
け
る

「
ノ
ー
ト
」
の
役
割
─
」
を
参
照
。

（
９
）�

岡
庭
昇
「
安
部
公
房
の
現
在
」（『
花
田
清
輝
と
安
部
公
房
』
所
収　

第
三
文
明
社　

一

九
八
〇
・
一
）
参
照
。
本
稿
で
は
岡
庭
の
「
図
式
」
を
、
時
間
を
因
果
法
則
に
従
属
さ

せ
る
物
語
で
は
な
く
、
出
来
事
の
記
述
ま
た
は
祖
述
と
し
て
の
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
解
釈

し
た
。

（
10
）�

現
時
点
で
は
物
語
論
に
お
け
る
物
語
内
容
（histoire

）
と
物
語
（récit

）」
の
区
別
を

参
照
し
た
が
（
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
花
輪
光
＋
和

泉
涼
一
訳　

水
声
社　

一
九
八
五
・
九　

参
照
）、
後
者
か
ら
プ
ロ
ッ
ト
（
図
式
、
祖

述
、
た
く
ら
み
）
の
組
み
合
わ
せ
可
能
性
と
そ
の
隙
間
に
つ
い
て
の
構
成
面
か
ら
検

討
す
る
余
地
も
あ
る
。
例
え
ば
、
安
部
公
房
「
あ
る
い
は
Ａ
の
場
合
─
周
辺
飛
行
12
」

（『
波
』
所
収　

新
潮
社　

一
九
七
二
・
九
）、
同
「
箱
男　

予
告
編
─
周
辺
飛
行
13
」

（
同　

一
九
七
二
・
十
一
）、
同
「
箱
男　

予
告
編　

そ
の
Ⅱ
─
周
辺
飛
行
14
」（
同　

一
九
七
三
・
十
二
）
等
も
、
作
品
内
の
プ
ロ
ッ
ト
と
競
合
す
る
作
品
外
の
プ
ロ
ッ
ト
と

し
て
扱
う
な
ら
、
作
品
と
い
う
枠
を
再
考
す
る
必
要
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
の
場

合
、
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
概
念
も
再
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
以
上
は
次
回
の

課
題
と
し
た
い
。

（
11
）�

ウ
ェ
イ
ン
・
Ｃ
・
ブ
ー
ス
『
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
修
辞
学
』　

米
本
弘
一
・
服
部
典
之
・

渡
辺
克
昭
訳　

書
肆
風
の
薔
薇
一
九
九
一
・
二　

参
照
）。
こ
の
語
り
手
と
『
箱
男
』

の
記
述
者
が
異
な
る
点
は
、
読
者
が
物
語
で
は
な
く
虚
構
自
体
を
信
用
で
き
な
く
な
る

点
に
あ
る
。
杉
浦
明
恵
（
注
３
前
掲
）
は
、
こ
の
語
り
手
と
区
別
し
て
「
虚
構
の
自
己

言
及
」
を
「
読
書
行
為
の
否
定
」
と
捉
え
て
い
る
。

（
12
）�

ア
ン
リ
・
ル
フ
ェ
ー
ブ
ル
「
危
機
的
な
点
の
周
辺
に
お
い
て
」（『
都
市
へ
の
権
利
』
所

収　

森
本
和
夫
訳　

ち
く
ま
学
芸
文
庫　

二
〇
一
一
・
九
）
参
照
。

（
13
）�

中
島
誠
「
安
部
公
房
─「
箱
入
り
男
」
の
ジ
レ
ン
マ
─
」（『
現
代
の
眼
』
一
九
七
三
・

十
）
参
照
。
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□
【
参
考
】『
箱
男
』
初
版
（
一
九
七
三
・
三
）
の
章
題
と
写
真
等
の
位
置

ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム

《
上
野
の
浮
浪
者
一
掃
／
け
さ
取
り
締
ま
り　

百
八
十
人
逮
捕
》
※
（
新
聞
記
事
風
の

レ
イ
ア
ウ
ト
）

《
ぼ
く
の
場
合
》

《
箱
の
製
法
》

《
た
と
え
ば
Ａ
の
場
合
》

《
安
全
装
置
を　

と
り
あ
え
ず
》

《
表
紙
裏
に
貼
付
し
た
証
拠
写
真
に
つ
い
て
の
二
、
三
の
補
足
》

《
行
き
倒
れ　

十
万
人
の
黙
殺
》
※
（
新
聞
記
事
風
の
レ
イ
ア
ウ
ト
）

《
そ
れ
か
ら
何
度
か
ぼ
く
は
居
眠
り
を
し
た
》

《
約
束
は
履
行
さ
れ
、
箱
の
代
金
五
万
円
と
い
っ
し
ょ
に
、
一
通
の
手
紙
が
橋
の
上
か

ら
投
げ
落
と
さ
れ
た
。
つ
い
古
墳
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
手
紙
を
こ
こ
に
貼
付
し
て

お
く
》　

※
（
便
箋
風
レ
イ
ア
ウ
ト
）

《
…
…
…
…
…
…
…
…
》

※
（�

前
後
の
章
の
終
り
と
始
ま
り
の
区
切
り
に
、
各
々
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
添
え
た
四
枚

の
写
真
の
挿
入
）

《
鏡
の
中
か
ら
》

《
別
紙
に
よ
る
三
ペ
ー
ジ
半
の
挿
入
文
》

《
書
い
て
い
る
ぼ
く
と　

書
か
れ
て
い
る
ぼ
く
と
の
不
機
嫌
な
関
係
を
め
ぐ
っ
て
》

《
供
述
書
》

《
Ｃ
の
場
合
》

《
続
・
供
述
書
》

《
死
刑
執
行
人
に
罪
は
な
い
》

《
こ
こ
に
再
び　

そ
し
て
最
後
の
挿
入
文
》

※
（
こ
の
章
自
身
の
途
中
に
、
各
々
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
添
え
た
四
枚
の
写
真
の
挿
入
）

《
Ｄ
の
場
合
》

《
…
…
…
…
…
…
…
…
》

《
夢
の
な
か
で
は
箱
男
も
箱
を
脱
い
で
し
ま
っ
て
い
る
。
箱
暮
ら
し
を
始
め
る
前
の
夢

を
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
箱
を
出
た
後
の
生
活
を
夢
み
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
…
…
》

《
開
幕
五
分
前
》

《
そ
し
て
開
幕
の
ベ
ル
も
聞
か
ず
に
劇
は
終
っ
た
》

　

※
（�

こ
の
章
の
後
に
二
十
三
行
の
詩
的
断
章
が
位
置
す
る　

※
途
中
の
余
白
を
含
め

れ
ば
二
十
四
行
）

《
…
…
…
…
…
…
…
…
》

折
込
付
録
「〈
書
斎
に
た
ず
ね
て
〉」（
四
ペ
ー
ジ
）

　
（
※�

な
お
、
箱
の
前
面
に
は
作
者
写
真
と
著
者
の
言
葉
、
背
面
に
は
石
川
淳
、
ド
ナ

ル
ド
・
キ
ー
ン
の
評
が
印
刷
さ
れ
て
あ
る
）
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