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は
じ
め
に
 
 

あ
る
テ
ク
ス
ト
が
時
代
を
映
す
鏡
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
村
上
春
樹
 
 

「
納
屋
を
焼
く
」
 
は
一
九
八
三
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
短
編
で
あ
る
が
、
自
選
 
 

選
集
に
収
録
さ
れ
る
際
 
（
一
九
九
〇
・
九
）
 
に
改
稿
さ
れ
た
。
二
つ
の
 
「
納
屋
 
 

を
焼
く
」
 
に
は
主
題
の
変
化
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
ま
た
個
々
の
時
代
 
（
一
九
八
 
 

〇
年
代
・
一
九
九
〇
年
代
）
 
性
が
反
映
さ
れ
て
も
い
る
。
本
稿
で
は
二
つ
の
 
 

「
納
屋
を
焼
く
」
 
を
通
し
て
、
村
上
の
物
語
志
向
の
変
化
を
述
べ
た
い
。
今
回
 
 

は
、
ま
ず
単
行
本
版
 
「
納
屋
を
焼
く
」
 
の
問
題
を
確
認
し
、
一
九
八
〇
年
代
性
 
 

の
特
徴
を
捉
え
、
そ
の
後
改
稿
の
問
題
を
述
べ
る
と
い
う
方
法
を
取
る
。
 
 

＊
 
 

「
納
屋
を
焼
く
」
 
は
、
こ
れ
ま
で
二
つ
の
解
釈
が
示
さ
れ
、
い
ま
だ
決
着
を
 
 

み
な
い
。
「
納
屋
を
焼
く
」
 
の
み
で
は
決
定
し
が
た
い
が
、
短
編
集
と
い
う
集
 
 

合
体
で
見
た
場
合
、
新
し
い
視
点
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

村
上
春
樹
の
短
編
は
長
編
に
く
ら
べ
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
状
況
が
あ
り
、
 
 

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
 
村
上
春
樹
・
納
屋
を
焼
く
・
改
稿
・
同
時
存
在
 
 

二
つ
の
 
「
納
屋
を
焼
く
」
 
 

－
同
時
存
在
の
世
界
か
ら
 
「
物
語
」
 
へ
－
 
 

そ
の
中
で
も
短
編
集
を
一
つ
の
統
一
さ
れ
た
 
「
集
」
 
と
し
て
見
る
見
方
は
殆
ど
 
 

行
わ
れ
て
い
な
い
。
第
二
短
編
集
『
螢
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
他
の
短
編
』
 
（
一
 
 

九
八
三
・
七
）
 
は
、
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
 
（
一
九
八
二
・
一
〇
）
 
の
後
に
書
か
 
 

れ
た
短
編
集
で
あ
る
。
村
上
は
 
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
 
を
書
い
た
後
専
業
作
家
 
 

に
な
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
の
短
編
集
を
 
「
短
編
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
 
 

僕
に
と
っ
て
は
様
々
な
新
し
い
可
能
性
を
点
検
し
、
試
し
て
み
る
た
め
の
、
い
 
 

（
1
）
 
 

わ
ば
車
の
テ
ス
ト
コ
ー
ス
の
よ
う
な
場
で
あ
っ
た
」
 
と
評
し
た
。
つ
ま
り
、
第
 
 

二
短
編
集
は
、
専
業
作
家
と
し
て
の
意
識
が
芽
生
え
、
長
編
へ
向
け
た
 
「
様
々
 
 

な
新
し
い
可
能
性
を
点
検
」
 
す
る
実
験
場
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

短
編
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
容
れ
物
が
小
さ
い
故
に
そ
こ
で
試
み
ら
れ
 
 

る
「
新
し
い
可
能
性
」
は
一
つ
か
二
つ
に
絞
ら
れ
る
。
し
か
し
、
短
編
が
「
集
」
 
 

と
し
て
集
ま
っ
た
時
、
一
定
の
方
向
性
を
持
っ
た
 
「
新
し
い
可
能
性
」
 
が
様
々
 
 

な
角
度
か
ら
点
検
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
『
螢
・
納
屋
を
焼
く
・
そ
の
 
 

他
の
短
編
』
は
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
モ
チ
ー
フ
を
、
パ
タ
ー
ン
 
 

を
変
え
た
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
変
化
を
付
け
て
い
る
テ
ス
ト
コ
ー
ス
と
推
察
 
 

一
 
 
 

山
根
 
（
田
野
）
 
由
美
恵
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こ
の
う
ち
重
層
構
造
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
。
「
螢
」
 
は
重
層
構
造
の
物
語
、
 
 

つ
ま
り
恋
愛
感
情
が
あ
る
と
い
う
前
提
が
な
い
場
合
は
人
間
の
す
れ
違
い
の
物
 
 

（
2
）
 
 

語
、
前
提
を
設
け
る
と
三
角
関
係
の
物
語
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
た
。
同
年
 
 

同
月
に
発
表
さ
れ
た
 
「
納
屋
を
焼
く
」
 
も
こ
の
よ
う
な
重
層
構
造
、
二
重
の
解
 
 

釈
を
有
す
構
造
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

以
下
、
「
納
屋
を
焼
く
」
 
の
重
層
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
改
稿
の
 
 

意
味
 
（
主
題
の
変
化
）
 
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
 
 
 

一
 
二
つ
の
解
釈
 
 

「
納
屋
を
焼
く
」
は
こ
れ
ま
で
に
二
つ
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
き
た
。
一
つ
は
、
 
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
喪
失
と
消
え
て
い
く
現
実
に
注
目
し
た
田
中
実
氏
の
 
「
彼
 
 

女
は
消
え
た
り
、
現
れ
た
り
す
る
 
（
な
い
）
 
世
界
に
あ
り
、
『
僕
』
 
は
現
実
に
 
 

生
き
、
彼
は
そ
の
双
方
を
行
き
来
す
る
。
言
葉
の
裡
に
は
そ
の
意
味
が
剥
奪
さ
 
 

れ
、
風
の
よ
う
に
透
明
な
世
界
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
不
要
と
す
る
主
体
非
 
 

さ
れ
る
。
（
短
編
集
の
掲
載
順
に
示
す
）
 
 

「
三
つ
の
ド
イ
ツ
幻
想
」
（
9
8
4
・
4
）
－
現
実
と
非
現
実
の
暖
昧
さ
 
 

「
螢
」
 
（
9
8
3
・
l
）
 
 

l
 
 

「
納
屋
を
焼
く
」
（
9
8
3
・
1
）
 
 

「
踊
る
小
人
」
（
9
8
4
・
1
）
 
 

「
め
く
ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」
 
 重

層
構
造
・
三
角
関
係
 
 

圃
㈲
牌
凶
・
現
実
と
非
現
実
の
暖
昧
さ
 
 

現
実
と
非
現
実
の
曖
昧
さ
・
入
れ
子
型
構
造
 
 

（
9
8
3
・
誓
三
角
関
係
・
入
れ
子
型
構
造
 
 

二
 
 

（
3
）
 
 

在
、
不
在
と
い
う
よ
り
、
初
め
か
ら
非
在
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
」
 
と
い
う
 
 

（
5
）
 
 

（
4
）
 
 

論
及
で
あ
る
。
酒
井
英
行
氏
、
川
本
三
郎
氏
も
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
現
実
感
の
 
 

希
薄
さ
を
述
べ
て
い
る
。
 
 

（
6
）
 
 
 

二
つ
に
は
、
平
野
芳
信
氏
が
述
べ
る
 
「
要
す
る
に
、
青
年
は
 
『
納
屋
 
（
彼
 
 

女
）
』
を
 
『
焼
い
た
 
（
殺
し
た
）
』
 
の
で
あ
る
」
 
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
多
田
道
 
 

（
9
）
 
 

（
8
）
 
 

（
7
）
 
 

太
郎
氏
、
加
藤
典
洋
氏
、
村
上
林
造
氏
も
同
様
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
中
注
目
さ
れ
る
の
は
、
加
藤
氏
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
寓
意
に
対
す
る
 
 

態
度
で
あ
る
。
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 

確
か
に
そ
の
よ
う
に
（
引
用
者
注
 
「
納
屋
を
焼
く
」
＝
女
を
殺
す
こ
と
）
 
 

こ
の
短
編
は
善
か
れ
て
い
る
。
そ
の
答
え
、
証
拠
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
 
 

な
い
が
、
そ
う
思
え
ば
、
こ
の
作
品
の
本
当
の
よ
さ
が
明
る
み
に
出
る
と
 
 

感
じ
る
。
そ
の
こ
と
以
外
に
、
そ
の
こ
と
以
上
に
、
わ
た
し
達
は
こ
の
作
 
 

品
が
実
は
ど
う
い
う
作
品
で
あ
る
か
を
 
「
確
証
」
 
す
る
手
段
を
も
っ
て
い
 
 

な
い
。
さ
て
、
迂
闊
に
も
わ
た
し
は
そ
れ
を
こ
う
読
め
な
か
っ
た
し
、
そ
 
 

う
い
う
読
み
は
、
ど
ん
な
職
業
的
な
読
み
手
、
つ
ま
り
書
評
、
作
品
論
の
 
 

類
か
ら
も
披
渡
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
で
は
、
も
し
こ
う
い
う
こ
と
が
 
 

十
年
、
二
十
年
と
続
い
た
と
す
る
と
、
い
っ
た
い
こ
の
小
説
は
、
ど
う
い
 
 

う
作
品
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
期
間
、
作
者
の
村
上
 
 

は
、
そ
れ
ま
で
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
後
も
こ
の
作
品
の
 
「
真
の
意
 
 

図
」
が
ど
こ
に
あ
る
か
な
ど
と
は
言
わ
な
い
。
彼
は
口
を
つ
ぐ
ん
で
い
る
。
 
 

作
品
は
誤
読
さ
れ
続
け
る
。
し
か
し
彼
は
、
そ
れ
が
「
誤
読
」
だ
な
ど
と
、
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加
藤
氏
は
 
「
納
屋
を
焼
く
」
＝
女
を
殺
す
こ
と
を
正
解
と
し
、
そ
れ
以
外
の
 
 

読
み
を
 
「
誤
読
」
 
と
し
て
い
る
。
私
は
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
と
し
て
殺
人
犯
の
話
 
 

が
 
「
正
解
」
 
（
そ
れ
以
外
を
 
「
誤
読
」
）
 
と
す
る
考
え
方
に
は
納
得
で
き
な
い
。
 
 

し
か
し
、
そ
れ
が
間
違
い
で
あ
る
と
も
言
い
切
れ
な
い
。
実
際
に
多
く
の
場
面
 
 

が
殺
人
犯
の
寓
意
と
し
て
符
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

加
藤
氏
の
論
を
受
け
て
、
田
中
実
氏
は
 
「
『
彼
女
』
が
作
品
末
尾
で
消
え
る
 
 

の
は
加
藤
典
洋
氏
が
 
『
テ
ク
ス
ト
か
ら
遠
く
離
れ
て
』
 
（
二
〇
〇
四
・
一
講
 
 

談
社
）
 
で
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
が
レ
イ
プ
殺
人
事
件
と
い
う
真
相
を
底
に
隠
し
 
 

て
い
る
か
ら
で
は
な
い
」
 
と
反
論
し
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。
 
 

ス
ト
ー
リ
ー
の
そ
の
底
に
真
相
 
（
メ
タ
ス
ト
ー
リ
ー
）
 
が
あ
っ
て
、
こ
れ
 
 

を
深
読
み
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
叙
述
さ
れ
て
い
る
一
字
 
 

一
行
を
 
「
物
語
」
 
と
し
て
囲
い
込
み
、
そ
の
 
「
極
点
」
 
か
ら
折
り
返
し
て
 
 

「
読
む
こ
と
」
、
こ
の
格
闘
を
強
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
近
代
文
学
と
い
 
 

う
装
置
が
あ
る
と
心
得
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
読
む
こ
と
」
 
の
基
本
で
あ
る
。
 
 

「
テ
ク
ス
ト
か
ら
遠
く
離
れ
」
 
る
の
で
は
な
く
、
「
テ
ク
ス
ト
 
（
作
品
）
」
 
 

ヽ
ヽ
 
 

と
い
う
暖
味
な
概
念
を
断
念
し
、
「
テ
ク
ス
ト
」
＝
「
網
目
」
 
の
初
心
に
 
 

戻
り
、
そ
の
 
「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」
 
と
い
う
断
絶
の
深
さ
に
目
を
向
 
 

け
、
「
同
一
説
」
 
に
対
峠
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
加
藤
氏
と
筆
者
と
 
 

の
相
違
は
、
単
に
小
説
の
解
釈
の
違
い
で
は
な
く
、
「
読
み
の
原
理
」
、
グ
 
 

出
て
い
っ
て
け
つ
し
て
お
節
介
を
焼
か
な
い
…
・
 
 

ラ
ン
ド
セ
オ
リ
ー
の
違
い
で
あ
る
。
 
 

（
1
0
）
 
 
 

同
様
に
、
永
原
孝
道
民
は
 
「
一
番
簡
単
な
謎
解
き
は
、
こ
の
恋
人
が
快
楽
殺
 
 

人
犯
で
、
『
納
屋
を
焼
く
』
 
と
称
し
て
連
続
殺
人
を
実
行
し
て
い
た
と
い
う
も
 
 

の
だ
ろ
う
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
安
物
の
ミ
ス
テ
リ
ー
は
、
帯
に
乗
っ
た
魔
女
 
 

が
う
ろ
う
ろ
す
る
陳
腐
な
ホ
ラ
ー
以
上
に
読
め
た
も
の
で
は
な
い
。
ど
の
一
語
 
 

も
謎
解
き
に
は
奉
仕
し
な
い
」
 
と
述
べ
、
テ
ク
ス
ト
が
殺
人
犯
の
話
と
し
て
読
 
 

め
る
こ
と
を
意
識
し
っ
つ
、
そ
の
解
釈
を
避
け
、
「
何
か
は
起
き
た
し
、
こ
れ
 
 

か
ら
も
起
こ
る
」
、
「
未
知
に
開
か
れ
未
知
に
消
え
て
い
く
し
か
な
い
、
存
在
そ
 
 

の
も
の
の
姿
」
 
と
い
っ
た
相
対
化
の
解
釈
を
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
を
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
一
方
は
明
確
な
寓
意
 
（
＝
殺
人
犯
の
話
）
 
 

を
読
み
取
り
、
他
方
は
寓
意
を
読
み
取
る
こ
と
に
反
発
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
 
 

の
論
者
の
読
み
の
原
理
を
力
説
し
た
く
な
る
要
素
が
、
「
納
屋
を
焼
く
」
 
と
い
 
 

う
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
 
 
 

私
は
、
ど
ち
ら
の
読
み
も
成
立
す
る
 
（
し
て
し
ま
う
）
 
と
考
え
て
い
る
。
は
 
 

じ
め
に
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
村
上
は
短
編
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
 
 

を
使
っ
て
、
モ
チ
ー
フ
を
替
え
な
が
ら
実
験
を
試
み
て
い
た
。
「
螢
」
 
に
お
い
 
 

て
二
重
性
を
持
っ
た
物
語
 
（
重
層
構
造
）
 
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
納
 
 

屋
を
焼
く
」
 
に
も
同
じ
方
法
が
試
さ
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
以
下
、
「
納
 
 

屋
を
焼
く
」
 
に
お
け
る
二
重
性
の
物
語
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察
し
た
い
。
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二
 
同
時
存
在
の
世
界
 
 

「
納
屋
を
焼
く
」
の
基
本
構
図
は
、
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
（
以
下
彼
女
と
記
す
）
 
 

が
失
踪
し
た
経
緯
を
 
「
僕
」
 
が
語
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
女
の
恋
人
の
 
 

「
彼
」
 
が
納
屋
を
焼
く
話
を
し
、
「
僕
」
 
は
実
際
に
納
屋
が
焼
け
る
か
ど
う
か
 
 

確
認
を
す
る
が
、
僕
の
周
り
の
納
屋
は
焼
け
な
か
っ
た
。
「
僕
」
 
は
 
「
彼
」
 
に
 
 

本
当
に
 
「
納
屋
」
 
を
焼
い
た
の
か
問
う
と
、
「
彼
」
 
は
焼
い
た
と
答
え
る
。
同
 
 

じ
頃
、
彼
女
は
原
因
不
明
の
失
踪
を
し
、
そ
の
後
、
見
つ
か
ら
ず
に
終
わ
る
。
 
 
 

平
野
氏
・
多
田
氏
・
加
藤
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「
納
屋
を
焼
く
」
 
を
《
女
 
 

を
殺
す
》
に
置
き
換
え
る
と
、
快
楽
殺
人
犯
が
自
身
の
心
理
を
吐
露
し
て
い
る
 
 

か
の
よ
う
な
場
面
に
容
易
に
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
解
釈
は
、
一
 
 

つ
の
有
効
な
読
み
と
言
え
る
。
 
 

一
方
、
寓
意
を
読
み
取
る
こ
と
に
否
定
的
な
立
場
に
立
つ
と
、
主
人
公
「
僕
」
 
 

の
造
形
が
注
目
さ
れ
る
。
「
僕
」
 
は
徹
底
的
に
勘
の
悪
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
 
 

て
い
る
。
「
彼
」
 
か
ら
納
屋
を
焼
く
話
を
聞
き
、
そ
れ
を
メ
タ
フ
ァ
ー
で
は
な
 
 

く
現
実
の
納
屋
と
し
て
認
識
し
、
納
屋
が
焼
け
る
か
ど
う
か
を
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
 
 

す
る
行
動
を
取
る
。
こ
の
現
実
に
徹
し
た
「
僕
」
と
「
彼
」
と
の
話
の
ズ
レ
が
、
 
 

こ
の
話
の
核
で
あ
り
、
現
実
と
非
現
実
の
曖
昧
さ
が
生
み
だ
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

逆
に
言
え
ば
、
こ
の
話
を
殺
人
犯
の
告
白
に
し
た
い
な
ら
、
「
僕
」
 
を
名
探
 
 

偵
に
仕
立
て
、
「
彼
」
 
の
ト
リ
ッ
ク
を
暴
く
と
い
う
物
語
に
す
れ
ば
、
加
藤
氏
 
 

の
言
う
 
「
誤
読
」
 
な
ど
生
ま
れ
な
い
。
実
際
に
前
年
の
 
「
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
」
 
 

で
は
、
「
僕
」
 
は
不
器
用
な
が
ら
羊
を
め
ぐ
る
謎
を
自
分
で
解
い
て
い
っ
た
の
 
 

四
 
 

で
あ
る
。
し
か
し
、
「
僕
」
 
は
最
後
ま
で
 
（
つ
ま
り
、
語
り
を
し
て
い
る
現
在
 
 

時
点
ま
で
）
 
彼
の
殺
人
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
、
殺
人
犯
の
告
 
 

白
の
物
語
が
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
第
一
義
に
く
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
殺
 
 

人
者
の
告
白
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
 
（
一
九
八
 
 

八
・
一
〇
）
 
に
お
け
る
五
反
田
君
の
告
白
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
解
釈
は
双
方
と
も
成
立
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
 
 

の
よ
う
な
二
重
の
解
釈
を
許
す
の
は
、
「
納
屋
を
焼
く
」
 
を
特
徴
付
け
る
曖
昧
 
 

さ
が
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
暖
昧
さ
と
は
、
次
に
示
す
パ
ン
ト
マ
イ
ム
 
 

の
場
面
に
あ
る
よ
う
な
、
実
在
と
不
在
の
境
界
が
曖
昧
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

彼
女
は
パ
ン
ト
マ
イ
ム
の
勉
強
し
て
お
り
、
「
僕
」
 
に
蜜
柑
む
き
の
パ
ン
ト
 
 

マ
イ
ム
を
見
せ
る
。
彼
女
は
存
在
し
な
い
蜜
柑
を
リ
ア
ル
に
む
き
、
「
僕
」
 
に
 
 

は
本
当
に
蜜
柑
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
彼
女
は
 
 

「
蜜
柑
が
な
い
こ
と
を
忘
れ
る
」
 
こ
と
で
、
蜜
柑
を
む
く
こ
と
に
リ
ア
リ
 
 

テ
ィ
ー
を
持
た
せ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
行
為
を
見
た
僕
は
 
「
ま
わ
り
か
ら
現
 
 

実
感
が
吸
い
と
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
気
が
し
て
く
る
」
。
こ
こ
で
は
な
い
は
ず
の
 
 

も
の
の
不
在
が
疑
わ
さ
れ
、
現
実
と
非
現
実
の
境
界
が
曖
昧
に
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

同
様
に
、
物
語
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
（
納
屋
を
焼
く
）
こ
と
も
実
際
に
あ
っ
 
 

た
こ
と
な
の
か
ど
う
か
、
現
実
の
話
な
の
か
非
現
実
な
の
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
 
 

終
わ
る
。
「
僕
」
 
の
周
り
に
あ
る
現
実
の
納
屋
は
焼
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
 
 

「
彼
」
 
は
納
屋
を
焼
い
た
と
断
言
す
る
。
納
屋
の
代
わ
り
に
、
彼
女
が
消
え
る
 
 

の
み
で
あ
る
。
「
納
屋
を
焼
く
」
に
は
（
本
当
に
納
屋
は
焼
け
た
の
か
）
と
い
っ
 
 

た
不
思
議
さ
が
読
後
感
と
し
て
残
る
。
こ
の
よ
う
に
、
実
在
と
不
在
の
境
界
の
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「
彼
」
 
の
思
想
の
特
徴
を
示
す
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
で
あ
る
。
中
心
は
 
「
責
 
 

め
る
の
が
僕
で
あ
り
、
ゆ
る
す
の
が
僕
」
 
と
い
う
善
悪
の
せ
め
ぎ
合
い
で
あ
る
 
 

が
、
「
僕
は
東
京
に
い
て
、
僕
は
同
時
に
チ
ュ
ニ
ス
に
い
る
」
 
と
い
う
 
「
同
時
 
 

存
在
」
 
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
 
 
 

「
同
時
存
在
」
 
と
い
う
概
念
は
、
先
行
作
 
「
カ
ン
ガ
ル
ー
通
信
」
 
（
一
九
八
 
 

、
」
、
 
 

曖
昧
さ
が
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
暖
昧
さ
が
二
つ
の
解
釈
を
成
立
さ
 
 

せ
る
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

更
に
、
テ
ク
ス
ト
に
は
存
在
の
二
重
性
と
し
て
 
「
同
時
存
在
」
 
と
い
う
概
念
 
 

L
、
 
 

が
登
場
す
る
。
 
 

「
で
も
そ
れ
が
不
必
要
な
も
の
か
ど
う
か
、
君
が
判
断
す
る
ん
だ
ね
」
 
 

「
僕
は
判
断
な
ん
か
し
ま
せ
ん
。
観
察
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
雨
と
同
じ
 
 

で
す
よ
。
雨
が
降
る
。
川
が
あ
ふ
れ
る
。
何
か
が
押
し
流
さ
れ
る
。
雨
が
 
 

何
か
を
判
断
し
て
い
ま
す
か
？
 
い
い
で
す
か
、
僕
は
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
と
 
 

い
う
も
の
を
信
じ
て
い
ま
す
。
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
な
し
に
人
間
は
存
在
で
き
 
 

ま
せ
ん
。
僕
は
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
の
は
同
時
存
在
の
こ
と
じ
や
な
い
 
 

か
と
思
う
ん
で
す
」
 
 

「
同
時
存
在
？
」
 
 

「
つ
ま
り
僕
が
こ
こ
に
い
て
、
僕
が
あ
そ
こ
に
い
る
。
僕
は
東
京
に
い
て
、
 
 

僕
は
同
時
に
チ
ュ
ニ
ス
に
い
る
。
責
め
る
の
が
僕
で
あ
り
、
ゆ
る
す
の
が
 
 

僕
で
す
。
そ
れ
以
外
に
何
が
あ
り
ま
す
か
？
」
 
 

一
・
一
〇
）
 
に
も
登
場
し
、
主
人
公
の
 
「
僕
」
 
は
 
「
同
時
に
ふ
た
つ
の
場
所
に
 
 

い
た
い
の
で
す
」
、
「
し
か
し
僕
が
僕
自
身
で
あ
る
と
い
う
個
体
性
が
、
そ
ん
な
 
 

僕
の
希
望
を
邪
魔
し
て
い
る
の
で
す
」
、
「
僕
は
個
で
あ
り
な
が
ら
、
原
則
で
あ
 
 

り
た
い
の
で
す
」
 
と
述
べ
て
い
る
。
「
僕
」
 
は
ね
じ
れ
た
形
で
し
か
自
分
白
身
 
 

ス
キ
ゾ
イ
ド
 
 

を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
分
裂
気
質
と
い
う
 
（
ひ
ね
く
れ
）
 
の
語
り
を
 
 

（
1
3
）
 
 

す
る
人
間
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
分
裂
す
る
自
己
が
同
時
存
在
す
る
と
い
う
問
 
 

題
の
連
続
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

最
新
作
 
「
1
Q
8
4
」
 
（
二
〇
〇
九
・
五
）
 
に
も
同
時
存
在
が
登
場
す
る
。
 
 

「
彼
女
は
自
分
が
二
つ
に
分
裂
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
彼
女
の
半
分
は
と
 
 

び
っ
き
り
ク
ー
ル
に
死
者
の
首
筋
を
押
さ
え
続
け
て
い
る
。
し
か
し
彼
女
の
あ
 
 

と
半
分
は
ひ
ど
く
怯
え
て
い
る
。
何
も
か
も
放
り
だ
し
て
、
す
ぐ
に
で
も
こ
の
 
 

部
屋
か
ら
逃
げ
出
し
て
し
ま
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
私
は
こ
こ
に
い
る
が
、
 
 

同
時
に
こ
こ
に
い
な
い
。
私
は
同
時
に
二
つ
の
場
所
に
い
る
」
 
（
第
3
童
）
。
こ
 
 

こ
で
の
彼
女
の
意
識
の
分
裂
も
 
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
と
同
様
に
善
悪
の
意
識
が
 
 

関
わ
っ
て
い
る
が
、
「
私
は
同
時
に
二
つ
の
場
所
に
い
る
」
 
と
い
う
こ
と
が
強
 
 

調
さ
れ
て
い
る
。
「
納
屋
を
焼
く
」
 
に
お
け
る
 
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
概
念
は
最
 
 

新
作
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
重
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

テ
ク
ス
ト
内
の
概
念
の
み
な
ら
ず
、
物
語
の
構
造
に
お
い
て
も
同
時
存
在
は
 
 

重
要
な
軸
と
な
っ
て
い
る
。
二
年
後
に
善
か
れ
た
 
「
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
 
 

イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
 
（
一
九
八
五
・
六
）
 
で
は
、
二
つ
の
世
界
が
同
 
 

時
進
行
し
、
進
む
に
つ
れ
て
一
方
の
世
界
が
他
方
に
影
響
し
合
う
よ
う
に
な
 
 

る
。
「
海
辺
の
カ
フ
カ
」
 
（
二
〇
〇
二
・
九
）
、
「
1
Q
8
4
」
 
に
お
い
て
も
同
様
 
 

五
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で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
数
の
世
界
が
同
時
に
存
在
す
る
と
い
う
概
念
は
、
村
 
 

上
文
学
の
中
で
重
要
な
機
能
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
 
 
 

「
納
屋
を
焼
く
」
 
に
お
け
る
二
つ
の
立
場
、
つ
ま
り
明
確
な
寓
意
を
読
み
取
 
 

る
解
釈
と
寓
意
を
避
け
る
解
釈
は
、
「
同
時
存
在
の
世
界
」
 
と
し
て
成
立
す
る
 
 

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
女
が
殺
さ
れ
た
世
界
・
女
が
消
え
た
世
界
／
納
屋
が
 
 

焼
け
た
世
界
・
納
屋
が
焼
け
な
か
っ
た
世
界
。
納
屋
が
焼
け
ず
、
女
が
消
え
て
 
 

し
ま
っ
た
世
界
に
重
点
を
置
け
ば
現
実
と
非
現
実
の
間
が
曖
昧
な
世
界
の
物
語
 
 

と
な
り
、
女
が
殺
さ
れ
た
現
実
に
重
点
を
置
け
ば
殺
人
犯
の
物
語
と
な
る
。
 
 
 

重
要
な
点
は
、
こ
れ
ら
が
 
「
責
め
る
の
が
僕
で
、
ゆ
る
す
の
が
僕
」
 
と
あ
る
 
 

よ
う
に
、
互
い
が
互
い
を
相
対
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
納
屋
を
焼
く
」
は
「
寓
 
 

意
」
 
を
読
み
取
る
か
、
読
み
取
ら
な
い
か
と
い
う
立
場
が
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
 
 

た
。
テ
ク
ス
ト
の
 
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
が
 
 

同
時
に
存
在
し
な
が
ら
、
他
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
互
い
の
解
釈
が
互
 
 

い
を
相
対
化
し
て
は
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
た
性
質
な
の
で
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
解
釈
が
反
発
し
な
が
ら
同
時
に
存
在
す
る
と
い
う
構
造
 
 

を
私
は
 
「
納
屋
を
焼
く
」
 
の
特
徴
と
捉
え
た
い
。
テ
ク
ス
ト
に
広
が
る
曖
昧
さ
 
 

は
、
明
確
な
寓
意
を
回
避
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
寓
意
を
も
含
ん
だ
同
時
存
在
 
 

の
世
界
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
の
よ
う
な
 
「
同
時
存
在
の
世
界
」
 
は
ど
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
関
わ
 
 

り
合
っ
て
い
る
の
か
。
テ
ク
ス
ト
と
同
年
に
発
表
さ
れ
た
浅
田
彰
『
構
造
と
 
 

力
』
 
（
勃
草
書
房
一
九
八
三
・
九
）
 
は
、
消
費
社
会
で
あ
る
一
九
八
〇
年
代
 
 

六
 
 

の
時
代
の
感
性
と
そ
こ
で
の
知
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
 
 

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
 
「
シ
ラ
ケ
」
 
と
 
「
ア
ソ
ビ
」
 
の
世
代
と
い
う
レ
ッ
 
 

テ
ル
を
ふ
り
回
す
よ
う
に
な
っ
て
す
で
に
久
し
い
が
、
こ
の
レ
ッ
テ
ル
は
 
 

現
在
も
体
勢
に
お
い
て
通
用
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
決
し
 
 

て
憂
う
べ
き
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
。
「
明
る
い
豊
か
な
未
来
」
 
を
築
 
 

く
た
め
に
ひ
た
す
ら
 
「
真
理
探
究
の
道
」
 
に
励
ん
で
み
た
り
、
企
業
社
会
 
 

の
モ
ラ
ル
に
自
己
を
同
一
化
さ
せ
て
 
「
奮
励
努
力
」
 
し
て
み
た
り
、
あ
る
 
 

い
は
ま
た
 
「
革
命
の
大
義
」
 
と
や
ら
に
目
覚
め
て
 
「
盲
目
な
る
大
衆
」
 
を
 
 

領
導
せ
ん
と
し
て
み
た
り
す
る
よ
り
は
、
シ
ラ
ケ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
 
 

し
た
既
成
の
文
脈
一
切
か
ら
身
を
引
き
離
し
、
一
度
す
べ
て
を
相
対
化
し
 
 

て
み
る
方
が
ず
っ
と
い
い
。
繰
り
返
す
が
、
ぼ
く
は
こ
う
し
た
時
代
の
感
 
 

性
を
信
じ
て
い
る
。
 
 
 

（
前
略
）
 
自
ら
は
安
全
な
 
「
大
所
高
所
」
 
に
身
を
置
い
て
、
酒
の
肴
に
 
 

下
界
の
事
ど
も
を
あ
げ
つ
ら
う
と
い
う
態
度
に
は
、
知
の
ダ
イ
ナ
ニ
ズ
ム
 
 

な
ど
求
む
べ
く
も
な
い
。
要
は
、
自
ら
 
「
濁
れ
る
世
」
 
の
只
中
を
う
ろ
つ
 
 

き
、
危
険
に
身
を
さ
ら
し
つ
つ
、
し
か
も
批
判
的
な
姿
勢
を
崩
さ
ぬ
こ
と
 
 

で
あ
る
。
対
象
と
深
く
か
か
わ
り
全
面
的
に
没
入
す
る
と
同
時
に
、
対
象
 
 

を
容
赦
な
く
突
き
放
し
切
っ
て
捨
て
る
こ
と
。
同
化
と
異
化
の
こ
の
鋭
い
 
 

緊
張
こ
そ
、
真
に
知
と
呼
ぶ
に
催
す
る
す
ぐ
れ
て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
体
験
 
 

エ
レ
メ
ン
ト
 
 

の
境
位
で
あ
る
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
。
簡
単
に
言
っ
て
 
 

し
ま
え
ば
、
シ
ラ
ケ
つ
つ
ノ
リ
、
ノ
リ
つ
つ
シ
ラ
ケ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
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浅
田
の
解
釈
は
現
在
で
も
、
一
九
八
〇
年
代
の
感
性
を
的
確
に
分
析
し
た
も
 
 

の
と
し
て
東
浩
紀
 
（
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
講
談
社
現
代
新
書
 
二
 
 

〇
〇
一
・
一
一
）
・
北
田
暁
大
 
（
『
噴
う
日
本
の
 
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
』
 
N
H
 
 

K
ブ
ッ
ク
ス
 
二
〇
〇
五
・
二
）
・
宇
野
常
寛
 
（
『
ゼ
ロ
年
代
の
想
像
力
』
 
早
川
 
 

書
房
 
二
〇
〇
八
・
七
）
 
ら
が
引
用
し
て
い
る
。
浅
田
の
言
う
一
九
八
〇
年
代
 
 

の
感
性
、
つ
ま
り
 
「
シ
ラ
ケ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
既
成
の
文
脈
一
切
か
 
 

ら
身
を
引
き
離
し
、
一
度
全
て
を
相
対
化
し
て
み
る
」
 
態
度
で
言
え
ば
、
明
確
 
 

な
寓
意
を
 
「
納
屋
を
焼
く
」
 
に
読
み
取
る
こ
と
は
 
「
誤
読
」
 
で
あ
る
と
言
え
よ
 
 

う
。
こ
こ
で
は
、
寓
意
を
反
発
す
る
態
度
が
相
応
し
い
。
 
 
 

し
か
し
、
現
在
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
立
場
と
し
て
み
る
と
、
「
対
象
 
 

と
深
く
か
か
わ
り
全
面
的
に
没
入
す
る
と
同
時
に
、
対
象
を
容
赦
な
く
突
き
放
 
 

し
き
っ
て
捨
て
る
こ
と
。
同
化
と
異
化
の
こ
の
鋭
い
緊
張
こ
そ
、
真
に
知
と
呼
 
 

エ
レ
メ
ン
ト
 
 

ぶ
に
値
す
る
す
ぐ
れ
て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
体
験
の
境
位
で
あ
る
」
 
と
い
う
指
摘
 
 

が
注
目
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
 
「
同
時
存
在
の
世
界
」
 
（
＝
寓
意
を
読
み
取
る
・
 
 

反
発
す
る
立
場
が
互
い
に
相
対
化
し
な
が
ら
同
時
に
成
立
す
る
構
造
）
 
に
、
同
 
 

化
と
異
化
の
緊
張
を
見
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
「
納
屋
を
 
 

焼
く
」
 
は
暖
昧
さ
が
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
者
の
読
み
 
 

の
原
理
を
当
て
は
め
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
逆
に
言
え
ば
、
そ
 
 

れ
だ
け
の
解
釈
の
幅
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
曖
昧
な
ま
ま
「
同
時
存
在
の
世
界
」
 
 

が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
 
「
納
屋
を
焼
く
」
 
の
最
も
顕
著
な
特
徴
で
あ
り
、
 
 

る
。
 
 

1
 
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
に
つ
い
て
 
 
 

先
ほ
ど
引
用
し
た
 
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
の
場
面
は
、
『
全
作
品
』
版
で
は
次
 
 

の
よ
う
に
大
幅
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
『
全
作
品
』
版
は
 
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
 

の
中
身
が
よ
り
精
確
に
描
か
れ
て
お
り
、
こ
の
場
面
の
改
稿
が
最
も
顕
著
な
こ
 
 

と
か
ら
、
作
者
が
重
点
を
置
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

「
僕
は
判
断
な
ん
か
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
焼
か
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
ん
 
 

七
 
 
 

一
九
八
〇
年
代
性
を
表
し
て
も
い
る
。
 
 
 

三
 
改
稿
と
い
う
視
点
か
ら
 
 

単
行
本
版
 
「
納
屋
を
焼
く
」
 
の
特
徴
は
そ
の
暖
昧
さ
 
（
同
時
存
在
の
世
界
）
 
 

に
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
一
九
八
〇
年
代
の
時
代
の
感
性
と
呼
応
し
て
い
た
。
 
 
 

こ
こ
で
改
稿
の
問
題
を
考
え
た
い
。
「
納
屋
を
焼
く
」
 
は
 
『
村
上
春
樹
全
作
 
 

品
－
当
∽
～
－
慧
還
③
』
 
（
以
下
『
全
作
品
』
と
す
る
）
 
で
改
稿
さ
れ
て
い
る
。
 
 

「
自
作
を
語
る
」
 
に
は
、
「
こ
の
作
品
に
は
け
つ
こ
う
手
を
入
れ
た
。
雰
囲
気
 
 

は
少
し
変
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
 
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
雰
囲
気
で
 
 

は
な
く
、
『
全
作
品
』
版
は
主
題
が
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
下
、
改
稿
の
ポ
イ
ン
ト
、
1
、
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
の
場
面
の
変
化
、
2
 
 

彼
女
の
人
物
像
に
厚
み
を
持
た
せ
た
点
 
（
僕
に
と
っ
て
大
切
な
存
在
で
あ
る
こ
 
 

と
を
強
調
）
、
3
、
彼
が
彼
女
や
 
「
僕
」
 
に
対
し
て
あ
る
種
の
感
情
を
持
つ
よ
 
 

う
に
な
る
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
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ヽ
ヽ
 
 

で
す
。
僕
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で
す
。
わ
か
り
ま
す
か
。
そ
こ
に
 
 

あ
る
も
の
を
受
け
入
れ
る
だ
け
な
ん
で
す
。
雨
と
同
じ
で
す
よ
。
雨
が
降
 
 

る
。
川
が
あ
ふ
れ
る
。
何
か
が
押
し
流
さ
れ
る
。
雨
が
何
か
を
判
断
し
て
 
 

い
ま
す
か
？
 
い
い
で
す
か
、
僕
は
何
も
ア
ン
モ
ラ
ル
な
こ
と
を
志
向
し
 
 

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
僕
は
僕
な
り
に
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
 
 

も
の
を
信
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
人
間
存
在
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
力
 
 

で
す
。
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
な
し
に
人
間
は
存
在
で
き
ま
せ
ん
。
僕
は
モ
ラ
リ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

テ
ィ
ー
と
い
う
の
は
い
う
な
れ
ば
同
時
存
在
の
か
ね
あ
い
の
こ
と
じ
や
な
 
 

い
か
と
思
う
ん
で
す
」
 
 

「
同
時
存
在
？
」
 
 

「
つ
ま
り
僕
が
こ
こ
に
い
て
、
僕
が
あ
そ
こ
に
い
る
。
僕
は
東
京
に
い
て
、
 
 

僕
は
同
時
に
チ
ュ
ニ
ス
に
い
る
。
責
め
る
の
が
僕
で
あ
り
、
ゆ
る
す
の
が
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

僕
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
か
ね
あ
い
が
あ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
か
ね
あ
い
な
し
に
、
僕
ら
は
生
き
て
い
く
こ
と
は
 
 

で
き
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
は
い
わ
ば
止
め
が
ね
の
よ
う
な
も
の
で
 
 

す
。
そ
れ
が
な
い
こ
と
に
は
僕
ら
は
ほ
ど
け
て
文
字
ど
お
り
ば
ら
ば
ら
に
 
 

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
僕
ら
の
同
時
存
在
が
可
能
 
 

に
な
る
ん
で
す
」
 
 

「
つ
ま
り
君
が
納
屋
を
焼
く
の
は
、
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
に
か
な
っ
た
行
為
で
 
 

あ
る
と
い
う
こ
と
か
な
？
」
 
 

「
正
確
に
は
そ
う
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
は
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
を
維
持
 
 

す
る
た
め
の
行
為
な
ん
で
す
。
で
も
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
こ
と
は
忘
れ
た
方
 
 

単
行
本
版
で
は
 
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
は
 
「
同
時
存
在
」
 
で
あ
る
と
概
念
化
さ
 
 

れ
、
一
人
の
人
間
の
善
悪
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
対
し
て
『
全
作
品
』
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

版
で
は
、
「
同
時
存
在
の
か
ね
あ
い
」
 
と
な
り
、
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
を
維
持
す
る
 
 

た
め
の
行
為
」
 
と
変
化
し
て
い
る
。
「
か
ね
あ
い
」
 
は
 
「
止
め
が
ね
」
 
と
も
言
 
 

い
換
え
ら
れ
、
「
そ
れ
ら
が
な
い
こ
と
に
は
僕
ら
は
ほ
ど
け
て
文
字
ど
お
り
ば
ら
 
 
 

八
 
 

が
い
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
こ
こ
で
は
本
質
的
な
こ
と
じ
や
あ
り
ま
せ
 
 

ん
。
僕
が
言
い
た
い
の
は
、
世
界
に
は
そ
う
い
う
納
屋
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
 
 

と
い
う
こ
と
で
す
。
僕
に
は
僕
の
納
屋
が
あ
り
、
あ
な
た
に
は
あ
な
た
の
 
 

納
屋
が
あ
る
。
本
当
で
す
。
僕
は
世
界
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
行
 
 

き
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
経
験
を
し
ま
し
た
。
何
度
も
死
に
か
け
ま
し
た
。
 
 

自
慢
し
て
い
る
わ
け
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
も
う
や
め
ま
し
ょ
う
。
僕
 
 

は
ふ
だ
ん
無
口
な
ぶ
ん
、
グ
ラ
ス
を
や
る
と
し
や
べ
り
す
ぎ
る
ん
で
す
」
 
 
 

僕
ら
は
ま
る
で
何
か
の
火
照
り
を
さ
ま
す
か
の
よ
う
に
、
そ
の
ま
ま
の
 
 

姿
勢
で
し
ば
ら
く
黙
っ
て
い
た
。
何
を
ど
う
言
え
ば
い
い
の
か
僕
に
は
よ
 
 

く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
ま
る
で
車
窓
に
次
々
に
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
奇
 
 

妙
な
風
景
を
座
席
に
座
っ
て
眺
め
て
い
る
み
た
い
な
気
分
だ
っ
た
。
体
が
 
 

弛
緩
し
て
、
細
部
の
動
き
が
よ
く
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
で
も
僕
は
僕
の
 
 

体
の
存
在
そ
の
も
の
を
観
念
と
し
て
く
つ
き
り
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
 
 

た
。
そ
れ
は
確
か
に
同
時
存
在
的
と
言
え
な
く
は
な
か
っ
た
。
考
え
て
い
 
 

る
僕
が
い
て
、
そ
の
考
え
て
い
る
僕
を
見
守
っ
て
い
る
僕
が
い
た
。
時
間
 
 

は
ひ
ど
く
精
密
に
ポ
リ
リ
ズ
ム
を
刻
ん
で
い
た
。
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ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
 
と
あ
る
よ
う
に
、
存
在
を
つ
な
ぎ
止
め
て
い
る
 
 

機
能
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
 
 
 

そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
「
で
も
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
こ
と
は
忘
れ
た
方
が
い
 
 

い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
こ
こ
で
は
本
質
的
な
こ
と
じ
や
あ
り
ま
せ
ん
」
 
と
 
 

「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
単
行
本
版
 
 

で
は
同
時
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
う
い
っ
た
概
念
そ
の
も
の
が
否
定
 
 

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
単
行
本
版
と
『
全
作
品
』
版
で
は
方
 
 

向
性
が
違
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
 
 
 

「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
で
は
な
く
、
何
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
か
。
『
全
作
 
 

品
』
版
で
は
、
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
と
納
屋
と
の
関
係
が
語
ら
れ
て
い
る
。
「
世
 
 

界
に
は
そ
う
い
う
納
屋
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
僕
に
は
僕
の
納
 
 

屋
が
あ
り
、
あ
な
た
に
は
あ
な
た
の
納
屋
が
あ
る
」
。
単
行
本
版
で
は
、
「
モ
ラ
 
 

リ
テ
ィ
ー
」
 
が
 
「
彼
」
 
の
諸
に
い
き
な
り
登
場
し
、
重
要
な
概
念
と
し
て
語
ら
 
 

れ
る
の
だ
が
、
結
局
 
（
納
屋
を
焼
く
）
 
行
為
を
十
全
に
説
明
す
る
も
の
で
は
な
 
 

く
、
そ
こ
が
曖
昧
さ
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
『
全
作
品
』
版
で
は
そ
う
い
っ
た
 
 

曖
昧
さ
は
排
除
さ
れ
、
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
と
納
屋
が
関
係
す
る
た
め
の
説
明
 
 

が
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
明
に
よ
っ
て
、
「
納
屋
」
 
は
、
「
ノ
ル
 
 

リ
ン
ボ
 
 

ウ
ェ
イ
の
森
」
 
で
い
う
と
こ
ろ
の
 
「
辺
土
」
 
と
同
様
な
、
人
間
が
持
つ
無
意
識
 
 

の
領
域
を
表
す
こ
と
が
わ
か
る
。
自
分
自
身
の
存
在
を
支
え
る
か
ね
あ
い
で
あ
 
 

る
 
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
は
、
「
納
屋
」
 
を
焼
く
 
（
無
意
識
の
領
域
に
あ
る
も
の
）
 
 

を
消
去
す
る
こ
と
で
維
持
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
を
維
持
す
る
た
め
 
 

に
、
無
意
識
の
領
域
に
あ
る
闇
の
部
分
を
消
去
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
 
 

し
か
し
、
こ
の
説
明
は
語
り
す
ぎ
の
面
が
否
め
ず
、
自
分
自
身
を
維
持
す
る
た
 
 

め
に
、
無
意
識
の
領
域
に
あ
る
闇
の
部
分
を
消
去
す
る
と
い
う
種
明
か
し
は
陳
 
 

腐
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
説
明
的
な
態
度
は
、
同
巻
に
収
録
さ
れ
た
 
 

第
一
短
編
集
『
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
』
 
に
お
け
る
改
稿
の
傾
向
と
一
 
 

（
1
4
）
 
致
す
る
。
 
 
 

ま
た
、
単
行
本
版
で
は
 
「
モ
ラ
リ
テ
ィ
ー
」
 
に
関
し
て
 
「
僕
」
 
は
 
「
少
し
極
 
 

端
な
意
見
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
気
が
す
る
な
」
と
批
判
し
て
い
た
の
に
対
し
、
『
全
 
 

作
品
』
版
で
は
 
「
ま
る
で
車
窓
に
次
々
に
現
れ
て
は
消
え
て
い
く
奇
妙
な
風
景
 
 

を
座
席
に
座
っ
て
眺
め
て
い
る
み
た
い
な
気
分
だ
っ
た
。
体
が
弛
緩
し
て
、
細
 
 

部
の
動
き
が
よ
く
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
で
も
僕
は
僕
の
体
の
存
在
そ
の
も
の
 
 

を
観
念
と
し
て
く
つ
き
り
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
確
か
に
同
時
存
 
 

在
的
と
言
え
な
く
は
な
か
っ
た
。
考
え
て
い
る
僕
が
い
て
、
そ
の
考
え
て
い
る
 
 

僕
を
見
守
っ
て
い
る
僕
が
い
た
」
 
と
彼
の
言
動
を
一
部
理
解
す
る
可
能
性
を
持
 
 

た
せ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
あ
る
。
 
 
 

2
 
彼
女
に
つ
い
て
 
 
 

次
に
彼
女
に
対
す
る
 
「
僕
」
 
の
変
化
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
単
行
本
版
で
は
 
 

彼
女
は
 
「
僕
」
 
の
単
な
る
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
 
（
セ
ッ
ク
ス
フ
レ
ン
ド
的
な
も
の
 
 

（
1
5
）
 
 

も
感
じ
ら
れ
る
）
 
で
あ
り
、
彼
女
と
の
交
流
に
際
し
 
「
た
い
し
た
こ
と
は
何
ひ
 
 

と
つ
話
さ
な
か
っ
た
。
話
す
べ
き
こ
と
は
べ
つ
に
何
も
な
か
っ
た
。
／
本
当
に
 
 

そ
う
な
の
だ
。
／
話
す
べ
き
こ
と
な
ん
て
何
も
な
い
の
だ
」
と
重
要
な
存
在
と
 
 

は
言
え
な
い
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
 
 

九
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3
 
「
彼
」
 
に
つ
い
て
 
五
反
田
君
と
の
関
係
 
 
 

最
後
に
 
「
彼
」
 
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
単
行
本
版
で
は
 
「
僕
」
 
と
 
「
彼
」
 
 

と
の
会
話
は
あ
っ
さ
り
終
わ
る
が
、
『
全
作
品
』
版
で
は
彼
が
 
「
僕
」
 
に
 
「
あ
 
 

な
た
は
彼
女
に
と
っ
て
は
特
別
な
存
在
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
僕
だ
っ
て
 
 

ち
ょ
っ
と
嫉
妬
し
た
く
ら
い
で
す
。
本
当
で
す
よ
。
僕
は
こ
れ
ま
で
嫉
妬
し
た
 
 

こ
と
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
な
い
人
間
な
ん
で
す
け
ど
ね
」
 
と
嫉
妬
す
る
人
物
に
書
 
 

き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
点
は
、
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
 
に
お
け
る
五
反
田
君
の
人
物
 
 

（
1
6
）
 
 

像
と
類
似
し
て
い
る
。
五
反
田
君
の
特
徴
は
、
キ
キ
を
殺
し
、
精
神
的
に
病
ん
 
 

し
か
し
、
『
全
作
品
』
版
で
は
 
「
僕
ら
は
ま
あ
友
だ
ち
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
 
 

た
」
、
「
僕
も
彼
女
に
い
ろ
ん
な
話
を
し
た
。
個
人
的
な
話
か
ら
一
般
論
ま
で
、
 
 

僕
は
と
て
も
正
直
に
僕
の
考
え
を
し
や
べ
っ
た
。
彼
女
も
あ
る
い
は
僕
と
同
じ
 
 

よ
う
に
聞
き
流
し
て
う
ん
う
ん
と
相
槌
を
打
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
で
 
 

も
も
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
僕
は
全
然
構
わ
な
か
っ
た
。
僕
が
求
め
て
い
た
の
 
 

は
、
あ
る
種
の
心
持
ち
だ
っ
た
。
少
な
く
と
も
理
解
や
同
情
で
は
な
か
っ
た
」
 
 

と
 
「
僕
」
 
と
彼
女
と
の
肉
体
関
係
の
可
能
性
を
払
拭
し
、
「
僕
」
 
に
と
っ
て
彼
 
 

女
は
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
 
 
 

こ
の
こ
と
は
、
彼
女
を
失
う
こ
と
が
 
「
僕
」
 
に
と
っ
て
痛
手
で
あ
り
、
「
納
 
 

屋
を
焼
く
」
 
と
い
う
 
「
彼
女
の
失
踪
を
め
ぐ
る
物
語
」
 
が
 
「
僕
」
 
に
よ
っ
て
語
 
 

ら
れ
る
必
然
性
が
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
点
は
 
『
全
作
品
』
版
の
方
が
自
然
な
 
 

流
れ
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
 
 

十
 
 

で
い
た
、
「
僕
」
 
と
友
好
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
、
更
に
何
で
も
持
っ
て
い
る
 
 

は
ず
の
彼
が
 
「
僕
」
 
を
羨
望
し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
五
反
田
君
の
人
物
像
を
 
 

付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
彼
女
の
失
踪
が
殺
人
で
あ
っ
た
可
能
性
が
強
ま
る
こ
と
 
 

に
な
る
。
こ
の
意
味
は
大
き
い
。
『
全
作
品
』
版
は
、
「
僕
」
が
 
「
彼
女
の
失
踪
」
 
 

を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
彼
」
が
彼
女
を
殺
し
た
こ
と
に
当
時
気
づ
か
な
か
っ
 
 

た
 
「
僕
」
 
が
気
づ
い
て
い
く
と
い
う
物
語
へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

加
え
て
、
五
反
田
君
の
人
物
像
が
 
「
彼
」
 
に
付
加
さ
れ
る
こ
と
で
、
「
僕
」
 
 

に
納
屋
を
焼
く
話
を
す
る
意
味
が
明
確
に
な
る
。
つ
ま
り
、
五
反
田
君
と
同
じ
 
 

く
、
「
彼
」
が
納
屋
を
焼
く
話
を
す
る
の
は
、
連
続
殺
人
を
す
る
極
限
状
態
だ
っ
 
 

た
「
彼
」
が
 
「
僕
」
 
に
助
け
を
求
め
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
 
 

当
時
の
 
「
僕
」
 
は
 
「
こ
の
男
を
前
に
す
る
と
こ
と
ば
が
う
ま
く
出
て
こ
な
い
の
 
 

だ
」
 
と
そ
の
場
で
 
「
彼
」
 
へ
の
対
応
が
で
き
な
か
っ
た
。
改
稿
さ
れ
る
こ
と
で
 
 

『
全
作
品
』
版
は
、
彼
女
殺
し
が
焦
点
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
彼
」
 
が
 
 

「
僕
」
 
に
サ
イ
ン
を
送
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
彼
」
 
が
彼
女
を
殺
し
 
 

た
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
「
彼
」
 
も
彼
女
も
救
え
な
か
っ
た
 
「
僕
」
 
が
中
心
の
物
 
 

語
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

お
わ
り
に
 
－
改
稿
の
意
味
－
 
 

な
ぜ
村
上
は
改
稿
し
た
の
か
。
一
九
八
〇
年
代
と
は
、
「
シ
ラ
ケ
」
 
る
相
対
 
 

化
の
時
代
で
あ
り
、
そ
の
時
代
性
が
色
濃
く
出
た
曖
昧
さ
は
単
行
本
版
 
「
納
屋
 
 

を
焼
く
」
 
の
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
村
上
は
 
『
全
作
品
』
執
筆
時
、
説
明
的
で
 
 

「
僕
」
 
中
心
の
世
界
を
描
こ
う
と
し
て
お
り
、
そ
う
い
っ
た
曖
昧
さ
に
物
足
り
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な
さ
を
感
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
物
語
」
 
へ
の
志
向
で
あ
る
。
こ
 
 

の
時
期
、
村
上
は
 
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
 
「
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
」
 
と
 
 

い
う
長
編
を
二
編
発
表
し
、
新
し
い
ス
テ
ッ
プ
を
目
指
し
て
い
た
。
『
全
作
品
』
 
 

は
過
去
の
自
分
と
向
き
合
っ
て
、
現
在
の
自
分
の
物
語
観
を
述
べ
る
場
で
も
あ
 
 

る
。
そ
う
い
っ
た
場
に
お
い
て
、
一
九
八
〇
年
代
性
を
感
じ
さ
せ
る
曖
昧
さ
は
 
 

切
り
捨
て
ら
れ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

そ
れ
は
時
代
の
変
化
と
呼
応
し
て
も
い
る
。
北
田
暁
大
氏
は
、
前
出
の
 
『
噴
 
 

う
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』
 
に
お
い
て
、
（
一
九
八
〇
年
代
は
、
一
九
六
〇
 
 

年
代
的
な
る
も
の
と
の
断
絶
の
時
代
で
あ
り
、
抵
抗
の
対
象
そ
の
も
の
を
否
認
 
 

す
る
。
結
果
、
完
全
な
無
反
省
と
な
り
、
消
費
社
会
的
シ
ニ
シ
ズ
ム
を
生
む
。
 
 

対
し
て
、
一
九
九
〇
年
以
降
は
、
反
省
的
で
あ
る
こ
と
を
再
び
希
求
す
る
時
代
 
 

と
し
て
あ
る
種
遡
る
。
そ
れ
は
、
一
九
八
〇
年
代
へ
の
抵
抗
と
し
て
の
反
省
で
 
 

あ
る
の
だ
が
、
ロ
マ
ン
主
義
的
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
い
う
面
を
持
ち
、
内
面
な
き
実
 
 

存
の
姿
が
あ
る
）
、
と
論
じ
て
い
る
。
 
 
 

改
稿
に
よ
っ
て
一
定
の
方
向
性
が
与
え
ら
れ
た
の
は
、
一
九
八
〇
年
代
的
な
 
 

も
の
へ
の
 
「
反
省
」
 
と
言
え
る
。
『
全
作
品
』
版
の
 
「
僕
」
 
は
、
当
時
気
づ
か
 
 

な
か
っ
た
彼
女
の
失
踪
の
理
由
や
、
「
彼
」
 
が
な
ぜ
納
屋
を
焼
く
話
を
し
た
の
 
 

か
と
い
っ
た
理
由
に
気
づ
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
書
く
こ
と
に
 
 

よ
っ
て
理
解
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
結
局
 
「
僕
」
 
は
彼
女
も
 
「
彼
」
 
も
救
え
な
 
 

か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
態
度
は
単
行
本
版
に
は
な
い
態
度
で
あ
 
 

り
、
「
物
語
」
 
へ
向
か
う
志
向
と
一
致
し
て
い
る
。
 
 
 

曖
昧
な
「
同
時
存
在
の
世
界
」
が
広
が
っ
て
い
た
単
行
本
版
「
納
屋
を
焼
く
」
 
 
 

は
、
自
己
の
分
裂
と
い
う
テ
ー
マ
や
後
の
村
上
の
主
要
な
長
編
に
採
ら
れ
た
方
 
 

法
・
交
互
に
世
界
が
語
ら
れ
て
い
く
構
造
に
繋
が
っ
て
い
く
重
要
な
機
能
を
有
 
 

し
て
い
た
。
た
だ
、
こ
の
時
期
の
村
上
は
 
「
物
語
」
 
へ
の
志
向
が
全
面
に
出
て
 
 

お
り
、
そ
う
い
っ
た
暖
昧
さ
を
切
り
捨
て
て
い
く
。
二
つ
の
 
「
納
屋
を
焼
く
」
 
 

に
は
暖
昧
さ
か
ら
く
る
同
時
存
在
の
世
界
か
ら
 
「
物
語
」
 
へ
と
向
か
う
村
上
の
 
 

志
向
が
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
 
 
 

注
 
 
 

（
1
）
『
村
上
春
樹
全
作
品
－
当
∽
－
－
双
岩
③
』
（
「
自
作
を
語
る
 
短
篇
小
説
へ
の
 
 

試
み
」
 
講
談
社
一
九
九
〇
・
九
）
 
 

（
2
）
 
拙
稿
「
『
螢
』
に
見
る
三
角
関
係
の
構
図
－
村
上
春
樹
の
対
漱
石
意
識
－
」
 
 

（
『
国
文
学
致
』
 
二
〇
〇
七
・
九
）
 
 

（
3
）
 
「
消
え
て
い
く
 
（
現
実
）
－
『
納
屋
を
焼
く
』
 
そ
の
後
『
パ
ン
屋
再
襲
 
 

撃
』
－
」
 
（
『
国
文
学
論
考
』
一
九
九
〇
・
三
）
、
「
「
読
む
こ
と
の
モ
ラ
リ
 
 

テ
ィ
ー
」
 
再
論
」
 
（
『
国
文
学
』
 
二
〇
〇
七
・
四
）
 
 

（
4
）
 
「
（
生
活
）
 
の
具
体
的
な
諸
相
、
日
常
的
現
実
の
重
力
感
が
徹
底
的
に
抜
 
 

き
取
ら
れ
、
空
無
化
さ
れ
た
、
言
わ
ば
、
真
空
地
帯
、
「
僕
」
 
は
そ
こ
に
 
 

投
げ
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
 
（
『
納
屋
を
焼
く
』
－
（
蜜
柑
む
き
）
 
の
 
 

位
相
－
『
村
上
春
樹
 
分
身
と
の
戯
れ
』
翰
林
書
房
 
二
〇
〇
一
・
四
）
 
 

（
5
）
 
「
『
納
屋
を
焼
く
』
 
の
 
『
僕
』
も
同
じ
よ
う
に
生
活
臭
が
慎
重
に
消
さ
れ
 
 

て
い
る
。
作
家
の
よ
う
な
 
『
僕
』
 
は
具
体
的
な
生
活
ら
し
い
も
の
を
持
っ
 
 

て
お
ら
ず
ぼ
ん
や
り
と
し
た
日
常
の
中
に
溶
け
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
 
 

十
一
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（
中
略
）
 
『
妻
は
朝
か
ら
親
戚
の
家
に
で
か
け
て
い
て
、
僕
は
一
人
だ
っ
 
 
 

た
』
と
か
ら
っ
ぼ
の
生
活
感
が
強
調
さ
れ
る
」
 
（
「
『
淡
さ
』
 
の
意
味
」
 
『
文
 
 
 

学
界
』
一
九
八
四
・
一
〇
）
 
 

（
6
）
 
「
構
造
と
語
り
－
村
上
春
樹
『
納
屋
を
焼
く
』
を
め
ぐ
る
試
論
－
」
 
（
『
日
 
 
 

本
文
芸
の
系
譜
』
笠
間
書
院
一
九
九
六
・
一
〇
）
 
 

（
7
）
 
『
変
身
放
火
論
』
 
（
講
談
社
一
九
九
八
・
一
〇
）
 
 

（
8
）
 
『
テ
ク
ス
ト
か
ら
遠
く
離
れ
て
』
 
（
講
談
社
 
二
〇
〇
四
・
一
）
 
 

（
9
）
 
「
村
上
春
樹
『
納
屋
を
焼
く
』
を
読
む
」
 
（
『
あ
し
か
び
』
 
二
〇
〇
六
・
 
 
 

六
）
 
 

（
1
0
）
 
「
も
し
彼
の
言
葉
が
ミ
ス
テ
リ
ー
サ
ー
ク
ル
で
あ
っ
た
な
ら
」
 
（
『
ユ
リ
 
 
 

イ
カ
 
臨
時
増
刊
』
 
二
〇
〇
〇
・
三
）
 
 

（
1
1
）
 
ま
た
、
新
美
南
吉
 
「
手
ぶ
く
ろ
を
買
い
に
」
 
と
の
差
異
が
あ
る
。
テ
ク
 
 
 

ス
ト
に
は
新
美
南
吉
 
「
手
ぶ
く
ろ
を
買
い
に
」
 
と
思
わ
れ
る
劇
が
挿
入
さ
 
 
 

れ
る
が
、
そ
れ
は
原
作
と
異
な
っ
て
い
る
。
作
中
劇
で
は
手
袋
屋
の
お
じ
 
 
 

さ
ん
 
（
僕
）
 
は
 
「
そ
れ
じ
ゃ
手
袋
は
買
え
な
い
ね
え
」
 
と
言
う
悪
役
、
子
 
 
 

狐
は
母
親
の
た
め
の
手
袋
を
買
い
に
来
る
、
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
新
美
 
 
 

南
吉
の
場
合
、
手
袋
屋
の
お
じ
さ
ん
は
き
つ
ね
と
わ
か
っ
て
も
お
金
が
本
 
 
 

物
な
の
で
手
袋
を
売
っ
て
く
れ
る
優
し
い
お
じ
さ
ん
、
手
袋
は
子
ど
も
の
 
 
 

た
め
の
手
袋
で
母
親
の
も
の
で
は
な
い
。
ハ
ー
ト
ウ
オ
ー
ミ
ン
グ
な
童
話
 
 
 

と
し
て
の
 
「
手
ぶ
く
ろ
を
買
い
に
」
 
と
、
そ
れ
を
変
質
さ
せ
て
い
る
作
中
 
 
 

劇
。
マ
リ
フ
ァ
ナ
を
吸
う
こ
と
で
、
現
実
が
幾
つ
も
分
裂
し
て
い
き
、
過
 
 
 

去
の
記
憶
も
変
化
さ
せ
ら
れ
る
（
「
こ
れ
を
吸
っ
て
い
る
と
不
思
議
に
い
ろ
 
 

十
二
 
 

ん
な
こ
と
を
思
い
だ
す
ん
で
す
。
そ
れ
も
光
と
か
匂
い
と
か
、
そ
ん
な
こ
 
 
 

と
で
す
。
記
憶
の
質
が
…
…
」
 
（
中
略
）
 
「
ま
る
で
変
っ
ち
や
う
ん
で
す
。
 
 
 

そ
う
思
い
ま
せ
ん
か
？
」
）
。
本
当
は
良
い
童
話
劇
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
 
 
 

い
劇
・
悪
役
と
し
て
の
お
じ
さ
ん
が
登
場
す
る
劇
。
こ
う
い
っ
た
曖
昧
さ
 
 
 

が
 
「
納
屋
を
焼
く
」
 
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

（
1
2
）
 
申
恵
蘭
 
（
「
納
屋
が
消
え
る
－
村
上
春
樹
『
納
屋
を
焼
く
』
論
」
 
『
法
政
 
 
 

大
学
大
学
院
紀
要
』
 
二
〇
〇
九
）
 
が
同
時
存
在
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
 
 
 

る
。
た
だ
、
解
釈
の
二
重
性
と
し
て
の
同
時
存
在
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
 
 
 

。
 
 

（
1
3
）
 
「
（
ひ
ね
く
れ
）
 
の
語
り
／
ね
じ
れ
の
構
造
－
「
カ
ン
ガ
ル
ー
通
信
」
－
」
 
 

（
拙
書
『
村
上
春
樹
 
（
物
語
）
 
の
認
識
シ
ス
テ
ム
』
若
草
書
房
 
二
〇
〇
 
 
 

七
・
六
）
 
 

フ
ロ
グ
レ
マ
テ
ィ
夕
 
 

（
1
4
）
 
「
改
稿
と
い
う
 
「
問
題
領
域
」
－
T
e
x
F
a
－
C
r
i
｛
i
c
i
N
m
の
視
座
か
ら
－
」
 
 

（
拙
書
『
村
上
春
樹
 
（
物
語
）
 
の
認
識
シ
ス
テ
ム
』
若
草
書
房
 
二
〇
〇
 
 
 

七
・
六
）
 
 

（
1
5
）
 
篠
井
英
介
 
「
村
上
春
樹
『
納
屋
を
焼
く
』
」
 
（
『
国
文
学
』
 
二
〇
〇
七
・
 
 
 

一
〇
臨
時
増
刊
）
 
 

（
1
6
）
 
「
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
と
村
上
春
樹
－
『
納
屋
を
焼
く
』
を
め
ぐ
る
冒
険
」
 
 

（
『
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
』
 
二
〇
〇
四
・
四
）
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