
ヘ

ン

リ

ー

・

フ

ィ

ー

ル

デ

ィ

ン

グ

の

小

説

理

論

に

つ

い

て

飯

沼

馨

一

、

序

言

二
、
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
の
「
序
文
」
に
つ
い
て

三
、
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
」
の
前
置
き
の
章
に
つ
い
て

四

、

結

語

一

、

序

言

英
国
で
ノ
ヴ
ェ
ル
ロ
○
く
e
-
と
呼
ば
れ
る
文
学
ジ
ャ
ン
ル
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
が
、
デ
ィ
フ
ォ
ウ
D
e
f
。
e
、
リ
チ
ャ
ー
ド
ス
ン
R
i
c
h
a
r
d
s
O
n
、

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
F
i
e
-
d
i
n
g
七
ち
を
通
し
て
、
十
八
世
紀
に
は
じ
め
て
確
立
し
た
、
い
わ
ば
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
叙
事
詩
と
も
い
う
べ
き
物
語

形
態
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
.
ィ
ン
グ
の
学
識
の
豊
か
さ
は
、
そ
の
蔵
書
の
多
様
艶
彼
の
著
作
中
に
見
ら
れ
る
お
び
た
だ
し
い
博
引
勇
証
か
ら
基

易
に
推
測
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
が
か
か
る
ノ
ヴ
ェ
ル
の
創
始
者
の
一
人
と
な
る
と
同
時
に
ま
た
ノ
ヴ
ェ
ル
の
理
論
づ
け
に
お
い
て
も
す
ぐ

れ
た
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
決
し
て
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
小
説
琴
論
は
、
彼
の
流
派
に
属
す
る
小
説
の
、
い
や
あ
る
場
合
に
は
十
八
世
紀

ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ー
ノ
デ
ィ
ン
デ
の
小
説
理
論
に
つ
い
て



六
一
一

′
ヴ
ェ
ル
蒜
の
、
夏
に
は
後
代
の
す
ぐ
れ
た
小
説
の
本
質
を
さ
え
、
艶
々
に
は
つ
き
。
と
示
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
我
カ
に
と
っ
て
貴
重
で
あ
る
ひ

私
が
彼
の
小
説
理
論
と
見
倣
す
も
の
は
、
主
と
し
て
.
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
L
J
O
S
e
p
h
A
n
d
r
e
w
s
∴
三
品
の
「
序
文
」
と
「
ト

ム
ジ
ョ
サ
ン
ズ
」
T
O
m
1
0
n
e
S
こ
富
の
各
巻
の
各
第
一
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
尤
も
、
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
に
お
い
て
も
、
四

巻
中
最
初
の
三
巻
に
か
か
る
意
味
の
序
章
が
附
け
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
み
て
、
各
巻
の
最
初
の
章
で
小
説
理
論
を
展
開
す
る
方
法
は
、
「
ジ
ョ
ウ
ゼ

フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
で
萌
芽
し
、
そ
の
後
の
数
年
間
に
彼
の
学
識
と
創
作
経
験
が
更
に
深
ま
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
が
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ソ
ズ
」
に

お
い
て
、
.
内
容
に
お
い
て
も
形
式
に
お
い
て
も
完
全
な
展
開
を
み
た
と
推
察
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
同
時
に
ま
た
、
こ
の
「
ト
ム
・
ジ
ョ
サ
ン
ズ
」
の

ヽ

ヽ

ヽ

前
置
き
の
章
が
終
り
に
近
づ
く
と
内
容
が
比
較
的
乏
し
く
な
る
こ
と
、
ま
た
次
の
作
品
「
ア
ミ
リ
ア
L
A
m
e
-
i
a
L
曇
で
は
か
か
る
試
み
が
な
さ

れ
て
い
な
い
事
な
ど
か
ら
、
彼
は
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
」
で
彼
の
小
説
琴
荷
に
つ
い
て
云
う
べ
き
こ
と
む
云
い
っ
く
し
た
と
考
え
て
い
い
だ
ろ

う
。各

巻
に
序
章
を
つ
け
其
処
で
彼
の
見
解
を
展
開
す
る
形
式
は
、
彼
が
常
に
尊
敬
し
て
い
た
ス
ゥ
イ
フ
ト
S
w
i
語
の
「
桶
物
語
L
A
T
a
訂
O
f

a
T
u
b
こ
憲
か
ら
示
唆
を
得
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
之
は
単
な
る
街
学
的
な
装
飾
で
は
な
く
実
際
的
な
必
要
に
根
ざ
し
て
い
た
。
ノ
ヴ
ェ
ル

と
い
ぅ
新
し
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
創
始
者
の
一
人
と
し
て
、
彼
は
自
分
の
物
語
の
特
徴
と
、
自
分
の
物
語
を
鐙
賞
す
る
う
え
の
心
得
を
、
読
者
や
批

評
家
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
実
際
的
な
必
要
か
ら
彼
の
小
説
理
論
は
打
ち
た
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
i
n
i
t
i
a
-
c
h
a
p
t
e
r
.
官
e
f
a
c
t
O
r
y
C
h
a
p
t
e
r
こ
n
t
r
O
d
u
c
t
O
童
C
h
a
p
t
e
r
な
ど
と
色
々
の
名
で
呼
ん
で
い
る
こ
望
削
置

き
の
章
は
、
彼
が
、
本
物
の
小
説
と
に
せ
物
と
を
区
別
す
る
「
一
種
の
し
る
し
、
刻
印
」
と
見
倣
し
(
九
巻
第
一
葦
)
、
小
説
を
辛
く
よ
り
も
之
を
書

く
方
が
、
す
っ
と
骨
が
お
れ
る
と
述
べ
、
自
分
を
そ
の
創
設
者
と
自
負
し
て
い
る
(
十
K
巻
第
一
章
)
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
中
で
彼
の
博
識
と
す

ぐ
れ
た
洞
察
が
、
極
め
て
く
だ
け
た
日
常
的
な
市
民
的
比
喩
を
用
い
、
彼
独
特
の
譜
護
に
み
ち
み
ち
た
口
調
で
語
ら
れ
る
。
-
彼
の
い
ぅ
通
り
「

笑
い
な
が
ら
裏
実
を
語
っ
て
も
一
向
差
支
え
な
い
」
の
だ
か
ら
。
彼
が
そ
の
理
論
を
展
開
す
る
の
に
、
自
分
を
料
理
屋
の
亭
主
に
、
街
学
的
な
作
家

ヽ

ヽ

ヽ

を
抱
合
せ
販
売
を
や
る
競
元
入
に
な
ぞ
ら
え
た
り
、
職
人
や
植
木
屋
や
庭
師
を
証
人
に
引
つ
ぼ
り
出
し
た
り
、
富
く
じ
や
駅
馬
車
を
た
と
え
に
引
い



た
り
す
る
の
を
読
む
と
き
、
我
々
は
彼
と
そ
の
読
者
が
ブ
ル
ジ
コ
一
り
社
会
に
生
き
て
い
る
事
を
は
っ
き
り
と
感
じ
る
ひ
ま
た
そ
の
小
説
理
論
の
内
容

も
卑
し
か
に
英
国
十
八
世
紀
の
上
昇
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
産
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
合
理
的
な
精
神
に
支
え
ら
れ
た
澄
則
れ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の

主
張
で
あ
っ
た
か
ら
。

し
か
し
彼
の
理
論
が
す
べ
て
彼
の
独
創
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
「
学
界
に
非
常
な
恩
恵
を
与
え
た
著
名
な
批
評
家
た
ち
」
と
し
て
、
「
古

人
で
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
、
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
人
で
は
グ
シ
エ
M
a
d
a
m
e
D
a
c
i
e
r
、
ボ
ス
ユ
L
e
B
O
S
S
u
」
を
あ
げ
、

「
英
国
人
の
な
か
に
も
数
名
の
人
々
」
が
ふ
る
と
云
っ
て
い
る
が
、
(
十
一
巻
第
一
章
)
、
彼
の
主
張
が
こ
れ
ら
の
人
々
や
そ
の
他
の
批
評
家
作
家
た

⑦

ち
か
ら
様
カ
の
影
響
や
示
唆
を
受
け
て
い
る
事
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
こ
こ
で
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
理
論
が
そ
れ
ら
の
人
力
の
影
響
を
ど

の
よ
う
に
受
け
て
い
る
か
を
中
心
的
に
論
じ
る
つ
も
り
は
な
い
。
ま
た
彼
の
理
論
は
彼
の
小
説
中
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
両
者
の

関
連
を
詳
し
く
検
討
す
る
意
図
も
持
っ
て
い
な
い
。
私
は
今
後
リ
ア
リ
ズ
ム
の
理
論
を
発
展
さ
せ
て
行
く
う
え
に
、
彼
の
小
説
理
論
を
も
う
一
度
検

討
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
観
点
か
ら
彼
の
理
論
の
内
容
と
そ
の
特
徴
を
出
来
る
だ
け
具
体
的
に
紹
介
し
て
み
た
い
の

で
あ
る
。

W
.
L
.
C
r
O
S
S
‥
T
h
e
H
i
s
訂
r
y
O
…
巳
e
n
r
y
『
i
e
-
d
i
n
g
-
く
0
-
」
H
I
,
C
h
a
p
.
8
㍍
1
8
参
照
。

こ
の
様
な
事
を
知
る
に
は
、
空
h
e
-
M
a
r
g
a
r
e
t
T
h
O
r
n
b
u
r
y
‥
H
e
n
r
y
F
i
e
-
d
i
n
g
一
s
T
h
e
O
r
y
O
ご
h
e
C
O
m
i
c
P
r
O
い
e
E
p
i
c
(
5
-
)
と
い
う
い
い

書
物
が
あ
る
。
之
は
U
n
i
鳶
r
S
i
t
y
O
-
W
i
胃
。
n
S
i
n
S
t
邑
e
s
中
の
一
巻
で
、
著
者
は
A
s
s
i
s
t
a
n
t
p
r
。
訂
s
g
!
已
E
n
g
l
i
算
U
n
i
畠
r
S
i
t
y
已
W
i
s
・

c
O
n
S
i
n
.
こ
の
事
は
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
に
至
る
迄
の
、
各
国
各
時
代
の
批
評
家
た
ち
の
故
事
詩
理
論
を
簡
潔
に
要
約
し
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
主
張

と
そ
れ
ら
と
の
関
連
を
跡
ず
け
て
い
る
。
私
は
従
来
自
分
で
考
え
て
来
た
多
く
の
こ
と
が
こ
の
書
物
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
も
し
、
ま
た
数
々

の
点
で
頼
め
て
有
益
な
教
示
と
示
唆
を
受
け
た
。

二
、
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
の
「
序
文
」
に
つ
い
て

ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
税
理
論
に
つ
い
て

六
三



六
四

「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
の
「
序
文
」
の
な
か
で
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
「
こ
の
種
の
書
き
も
の
が
今
ま
で
我
々
の
国
の
言
葉
で

試
み
ら
れ
た
の
を
私
は
見
た
お
ぼ
え
・
が
な
と
と
述
べ
て
い
る
。
彼
が
一
七
四
二
年
に
こ
の
作
品
を
出
版
す
る
ま
で
に
、
英
国
で
は
、
十
七
世
紀
の

フ
ラ
ン
ス
を
風
靡
し
た
英
雄
ロ
マ
ン
ス
が
お
び
た
だ
し
く
反
訳
さ
れ
て
多
く
の
模
倣
者
を
も
生
み
、
ま
だ
′
そ
の
影
響
は
死
滅
し
て
い
な
か
っ
た
。
同

時
に
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
の
悪
者
小
説
系
統
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
反
ロ
マ
ン
ス
物
語
も
次
々
と
反
訳
さ
れ
、
セ
ル
ヴ
ァ
ど
テ
ス
C
e
r
く
a
n
t
。
S

や
ス
カ
ロ
ン
S
c
a
r
r
O
n
や
ル
′
・
サ
ー
ジ
、
J
L
e
S
a
g
e
は
勿
論
、
マ
ッ
ヴ
ォ
M
a
r
i
く
a
u
綿
の
作
品
さ
え
英
国
の
人
力
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
。

そ
の
他
英
国
で
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
に
お
け
る
グ
リ
ー
ン
G
r
e
e
n
e
や
ナ
ヅ
シ
ュ
諺
s
h
e
や
ヂ
ィ
ロ
ニ
イ
U
d
O
n
e
y
の
こ
と
は
云
わ
な
い
に
し

て
も
、
十
七
世
紀
に
は
、
ア
プ
ラ
・
ペ
イ
y
A
p
h
r
a
謬
h
n
や
バ
ニ
ヤ
ン
B
u
星
a
n
や
コ
ソ
グ
リ
ー
ブ
C
。
n
g
r
3
e
な
ど
の
撞
カ
の
散
文
物
語

が
書
か
れ
て
い
た
。
十
八
世
紀
に
入
る
と
、
ア
ヂ
ィ
ス
ソ
A
d
d
i
s
O
n
と
ス
テ
ィ
ー
ル
S
t
e
e
訂
の
所
謂
サ
ー
・
ロ
ウ
ジ
ャ
ー
物
語
」
や
ス
ゥ
イ
ブ

ト
S
w
i
f
t
の
「
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
敏
行
記
」
G
巨
責
.
S
一
T
r
a
邑
S
は
勿
論
、
現
在
我
々
が
当
然
ノ
ヴ
ェ
ル
と
呼
ぶ
べ
き
デ
ィ
フ
ォ
ウ
q
諸
作
や
サ
チ

ャ
ー
ド
ス
ソ
の
「
。
ハ
ミ
ラ
」
P
a
m
e
l
ル
さ
え
現
れ
て
l
V
、
彗
フ
ィ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
今
ま
で
に
記
し
た
こ
れ
ら
の
作
品
の
大
部
分
を
読
ん
で
い
た
こ

と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
し
か
し
上
述
の
言
葉
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
様
に
、
フ
.
」
-
ル
デ
ィ
ン
グ
は
自
分
の
作
品
む
そ
れ
迄
で
に
書
か
れ
た
英
国
の

ど
の
作
品
と
も
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
国
の
言
葉
で
書
か
れ
た
こ
と
が
な
い
と
云
う
こ
と
は
、
他
の
国
で
は
既
に
こ
の
種
の
作
品

が
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
を
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
認
め
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
彼
が
考
え
て
い
た
の
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
セ
ル
ヴ
ァ

ン
デ
ス
の
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
が
「
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の
手
法
に
倣
っ
て
書
か

れ
た
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
あ
る
所
か
ら
も
、
ま
た
彼
の
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
ヘ
の
様
々
の
謹
辞
か
ら
も
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
セ
ル
ヴ
ァ
ソ
テ
ス
を

先
駆
者
と
す
る
に
し
ろ
、
こ
の
種
の
書
き
も
の
が
ま
だ
英
国
で
書
か
れ
た
事
が
な
い
と
自
負
す
る
以
上
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
自
分
の
作
品
の
特

赦
を
読
者
に
説
朋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
か
く
て
こ
の
序
文
は
そ
の
日
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。

彼
は
ま
す
射
メ
ロ
ス
を
祖
と
す
る
叙
事
詩
を
悲
劇
と
菩
劇
に
.
わ
け
、
同
時
に
叙
事
詩
は
韻
文
で
あ
つ
て
も
散
文
で
あ
つ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
主
張

す
る
。
ア
り
ス
ト
テ
ン
ス
も
韻
律
を
叡
尊
満
の
本
質
的
要
素
と
は
考
え
て
い
な
い
し
、
之
は
ま
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
批
評
家
達
の
一
般
的
傾
向
で
も
あ



①

り
、
ル
・
ボ
ス
ユ
の
主
張
で
も
あ
り
、
ま
た
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の
認
め
る
所
で
も
あ
つ
た
か
ら
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
こ
の
主
張
は
決
し
て
根
拠

の
な
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
叙
事
詩
の
構
成
要
素
の
う
ち
、
物
語
f
a
b
-
e
、
筋
a
c
t
i
O
ロ
、
性
格
c
h
a
r
a
c
t
e
r
s
情
緒
s
e
n
t
i
m
e
n
t
S
、
措
辞

d
i
c
t
i
O
n
を
こ
と
ご
と
く
具
え
、
た
だ
韻
律
m
e
t
r
e
の
み
を
欠
く
作
品
を
、
批
評
家
が
そ
れ
に
独
自
の
名
称
を
与
え
て
い
た
い
以
上
叙
事
詩
の

う
ち
に
入
れ
な
の
は
尤
も
至
極
で
は
な
い
か
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
由
に
基
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ェ
ヌ
ロ
ン
の
散
文
に
よ
る
諷
刺
的

旬

教
訓
寓
話
「
テ
レ
マ
カ
ス
物
語
」
-
審
唱
を
叙
事
詩
の
部
類
に
入
れ
、
そ
の
方
が
、
そ
れ
と
韻
律
が
な
い
と
い
う
点
で
し
か
類
似
性
の
な
い
ロ
マ
ン
ス

と
呼
ば
れ
る
諸
作
、
ク
レ
リ
ア
、
ク
レ
オ
。
バ
ト
ラ
、
ア
ス
ト
ア
ー
了
、
カ
サ
ン
ド
ラ
、
サ
イ
ア
ラ
ス
大
王
(
い
ず
れ
も
十
七
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
英
雄
ロ
マ

ン
ス
)
な
ど
と
混
同
す
る
よ
り
も
蓬
か
に
理
屈
に
合
っ
て
い
る
と
し
、
こ
れ
ら
の
諸
作
は
教
訓
や
娯
楽
を
殆
ど
含
ん
で
い
な
い
と
主
張
す
る
。

①

之
ら
の
ロ
マ
ン
ス
が
教
訓
や
娯
楽
を
含
ま
ぬ
と
す
る
見
方
は
、
セ
ル
ヴ
ァ
ン
テ
ス
の
騎
士
道
物
語
に
対
す
る
見
方
と
同
じ
考
え
方
で
あ
る
が
、
以

上
は
云
う
ま
で
も
な
く
散
文
叙
事
詩
も
存
す
る
こ
と
の
主
張
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
自
分
の
作
品
を
叙
事
詩
の
系
列
に
入
れ
様
と
す
る
予
備
的
操

作
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
教
訓
性
と
娯
楽
を
叙
事
詩
の
特
徴
と
考
え
て
い
た
事
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
叙
事

ヽ

ヽ

ヽ

詩
と
ロ
マ
ン
ス
の
相
違
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
し
た
理
論
を
持
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
両
者
の
け
じ
め
の
一
つ
を
す
く
な
く
と
も

教
訓
性
に
お
い
た
事
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
叙
事
詩
の
目
的
は
教
訓
を
与
え
る
こ
と
だ
と
い
う
考
え
方
は
、
古
く
か
ら
存
在
し
て
特

甘
)

に
十
七
・
八
世
紀
の
英
仏
の
批
評
家
の
問
で
は
殆
ど
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
見
解
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
自
分
の
作
品
と
叙
事
詩
の
な
か
に
入
れ
様
と
す
る
以
上
は
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
自
身
が
自
分
の
作
品
が
教
化
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
事
を
認
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
、
娯
楽
と
教
訓
を
共
に
与
え
る
事
を
自
分
の
作
品
の
目
的
と
し
、
作
家

の
任
務
を
そ
の
点
に
置
い
て
い
た
事
は
、
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
、
「
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ワ
イ
ル
ド
L
J
O
n
a
t
h
a
n
W
i
】
d
「
ア
ミ
リ
ア
」

A
m
e
-
i
a
・
の
夫
々
第
一
巻
第
一
葦
、
及
び
後
に
引
用
す
る
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
」
の
前
置
き
の
章
に
も
明
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
上
述
の
よ
う
に
説
明
し
て
来
た
の
ち
、
次
に
、
「
さ
て
喜
劇
的
ロ
マ
ン
ス
は
散
文
に
よ
る
喜
劇
的
叙
事
詩
で
あ

る
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
い
さ
さ
か
唐
突
な
感
じ
を
与
え
る
が
、
之
は
自
分
の
作
品
が
ま
じ
め
な
ロ
マ
ン
ス
s
e
r
i
O
u
S
r
O
m
a
n
C
e
で
は

ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
レ
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
理
論
に
つ
い
て



六
六

た
く
喜
劇
的
ロ
マ
ン
ス
c
O
m
i
c
r
O
m
a
n
C
e
で
あ
る
と
一
応
説
明
し
、
更
に
自
分
の
作
品
を
ロ
マ
ン
ス
か
ら
区
別
し
て
「
散
文
に
よ
る
喜
劇
的
叙
事

詩
」
a
c
O
m
i
c
e
p
i
c
p
O
e
m
i
n
p
r
O
S
e
だ
と
主
張
し
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
時
ま
で
に
ロ
マ
ン
ス
は
勿
論
の
こ
と
ノ
ヴ
ェ
ル
な
る
名
称

で
呼
ば
れ
た
物
語
ジ
ャ
ン
ル
も
存
在
し
て
い
た
梅
後
に
見
る
様
に
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
両
者
を
常
に
軽
蔑
的
に
自
分
の
作
品
か
ら
区
別
し
て
い

た
。
そ
れ
故
に
彼
は
之
ら
の
名
称
を
斥
け
、
自
分
の
作
品
の
諸
特
徴
を
強
調
し
っ
つ
、
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
を
「
散
文
に
よ
る
喜
劇

的
叙
事
詩
」
と
名
づ
け
た
に
ち
が
い
な
い
。

だ
が
こ
こ
で
我
々
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
彼
が
自
分
の
作
品
を
叙
事
詩
と
名
づ
け
た
に
し
ろ
、
彼
が
書
い
た
も
の
は

実
際
に
は
ノ
ヴ
ェ
ル
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
叙
事
詩
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
叙
事
詩
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
何
故
か
な

ら
叙
事
詩
は
社
会
と
個
人
と
の
間
に
統
一
と
均
衡
が
保
た
れ
、
個
人
が
そ
の
社
会
の
、
或
は
自
然
の
一
部
で
さ
え
あ
っ
た
時
代
の
産
物
で
あ
り
、
フ

ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
達
の
書
い
た
ノ
ヴ
ェ
ル
は
、
社
会
と
個
人
と
の
統
一
と
均
衡
が
も
は
や
失
わ
れ
た
階
級
社
会
、
資
本
主
義
社
会
の
典
型
的
産
物
で

⑥

あ
り
、
社
会
や
自
然
と
対
立
す
る
個
人
が
、
同
胞
や
自
然
と
戦
い
、
⊥
自
己
の
願
望
を
成
就
せ
ん
と
す
る
物
語
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
フ

ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
当
時
の
社
会
的
現
実
に
忠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
換
言
す
れ
ば
彼
が
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ
の
作
品
は
叙
事
詩

に
な
り
得
な
い
運
命
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
当
時
の
発
展
し
っ
つ
あ
る
上
昇
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
お
い
て
は
、
小
説
家
た
ち
は
ま
だ
積
極
的

な
行
動
的
人
物
1
十
八
世
紀
の
「
英
姓
」
た
ち
を
捉
え
、
彼
等
の
行
動
針
叙
事
詩
規
模
の
う
ち
に
措
く
事
が
出
来
た
。
こ
こ
か
ら
十
八
世
紀
ノ
ヴ

ェ
ル
の
叙
事
詩
的
性
格
が
生
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
作
家
の
う
ち
で
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ほ
ど
、
叙
事
詩
か
ら
学
び
そ
の
理
論
を
生
か
し
、

⑦

⑤

◎

そ
の
構
造
や
手
法
を
出
来
る
限
り
忠
実
に
取
入
れ
た
作
家
は
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
筋
や
時
間
の
統
一
、
幸
福
な
結
末
、
急
転
と
発
見
、
そ
の
他
(
多

⑩

.

⑬

く
の
場
合
バ
ー
レ
ス
ク
で
あ
る
が
)
ホ
メ
ロ
ス
風
の
戦
蹄
の
描
写
や
祈
願
な
ど
も
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
.
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
や
「
ト
ム
・
ジ
ョ
サ
ン
ズ
」

の
う
ち
に
容
易
に
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
か
く
し
て
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
自
分
の
作
品
を
従
来
の
ロ
マ
ン
ス
や
ノ
ヴ
ェ
ル
と
区
別
し
、
し

か
も
そ
の
叙
事
詩
的
諸
特
徴
と
喜
劇
的
要
素
を
強
調
し
っ
つ
、
自
分
の
小
説
を
「
散
文
に
ょ
る
喜
劇
的
叙
事
詩
」
と
名
づ
け
た
の
は
、
誠
に
尤
も
な

こ
と
で
あ
っ
た
と
云
え
る
だ
ろ
う
。



さ
て
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
こ
の
様
に
自
分
の
作
品
を
叙
事
詩
の
範
疇
に
入
れ
た
の
ち
、
他
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
と
の
対
比
に
よ
っ
て
そ
の
特
徴
を

打
ち
出
し
て
ゆ
く
。

ア
呈
ト
テ
レ
ス
.
は
悲
劇
と
叙
事
詩
を
比
較
し
、
大
い
な
る
延
長
を
持
つ
点
を
叙
事
詩
の
長
所
と
考
え
た
梅
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
も
先
ず
自
分

の
作
品
を
喜
劇
と
対
比
し
、
「
筋
が
よ
り
拡
が
り
を
持
ち
包
括
的
で
あ
る
こ
と
、
よ
り
広
範
囲
の
出
来
事
を
含
む
こ
と
、
よ
り
多
種
多
様
な
人
物
を

登
場
さ
せ
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
舞
台
に
制
約
さ
れ
な
い
長
篇
小
説
の
有
す
る
利
益
を
主
張
す
る
。
次
に
、
ま
じ
め
た
ロ
マ
ン
ス
が
「
物
語
と
筋
」
に
お

い
て
「
厳
粛
で
荘
重
」
で
あ
り
、
「
人
物
」
の
点
で
「
高
貴
な
人
間
」
を
扱
い
、
「
情
緒
と
措
辞
」
が
「
荘
厳
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
自
分
の
「
喜

劇
的
叙
事
詩
」
は
、
「
物
語
と
筋
」
が
「
軽
快
で
滑
稽
」
で
あ
り
、
「
人
物
」
は
「
身
分
の
低
い
階
級
の
人
々
」
従
っ
て
「
身
分
の
低
い
人
力
の
風

俗
習
慣
」
を
扱
い
、
「
情
緒
と
措
辞
」
に
お
い
て
、
「
お
か
し
み
」
を
持
ち
、
「
措
辞
」
に
は
時
に
「
バ
ー
レ
ス
ク
」
さ
え
許
さ
れ
る
と
す
る
。
こ

こ
で
は
ま
じ
め
た
ロ
マ
ン
ス
の
貴
族
性
に
ノ
ヴ
ェ
ル
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
性
格
が
対
立
さ
せ
ら
れ
、
彼
の
小
説
の
話
語
的
側
面
が
主
張
さ
れ
て
い
る

が
、
大
切
な
事
は
、
こ
の
喜
劇
的
叙
事
詩
が
リ
ア
リ
ズ
ム
を
基
盤
と
す
る
事
を
彼
が
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
、
自
分
は
「
措
辞
」
に

バ
ー
レ
ス
ク
を
許
し
て
も
、
「
情
緒
と
人
物
か
ら
は
注
意
深
く
排
除
し
て
い
る
」
。
文
体
に
あ
る
程
度
の
お
ど
け
が
あ
つ
て
も
人
物
と
情
緒
が
完
全
に

自
然
で
あ
る
場
合
に
は
バ
ー
レ
ス
ク
に
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
自
分
の
作
品
は
、
全
体
と
し
て
、
「
常
に
奇
怪
な
も
の
、
不
自
然
な
も
の
の
陳
列
で

あ
り
、
我
々
の
楽
し
み
が
驚
く
べ
き
馬
鹿
力
々
し
さ
か
ら
生
じ
る
」
バ
.
-
レ
ス
ク
で
は
な
く
、
「
自
然
か
ら
決
し
て
逸
脱
せ
・
ご
、
「
自
然
の
正
し
い

模
倣
」
を
生
命
と
す
る
「
喜
劇
」
の
系
列
に
つ
ら
な
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
こ
の
点
を
一
層
強
調
す
る
た
め
、
彼
は
更
に
、
絵
画
に
あ
け
る

二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
、
「
自
然
の
最
も
正
確
な
模
写
」
を
真
髄
と
す
る
「
喜
劇
的
歴
史
画
」
と
、
「
あ
ら
ゆ
る
気
健
」
が
許
さ
れ
、
「
人
間
で
は
な
く

怪
物
を
示
す
こ
と
」
を
目
的
と
し
、
あ
ら
ゆ
る
「
歪
曲
と
誇
張
一
が
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
る
「
戯
画
」
を
竺
止
さ
せ
、
前
者
は
文
学
に
お
け
る
「
喜

劇
に
等
し
く
、
後
者
は
「
バ
ー
レ
ス
ク
」
に
相
当
す
る
と
し
、
自
分
の
小
説
を
前
者
の
側
に
置
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
主
張
は
、
「
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
こ
と
ご
と
く
が
自
然
と
い
う
書
物
か
ら
写
さ
れ
、
一
人
物
、
一
動
作
と
い
え
ど
も
私
の
観
察
と
経

験
に
基
づ
か
ぬ
も
の
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
と
共
に
、
彼
が
「
自
然
の
正
し
い
模
倣
」
を
い
か
に
強
調
し
て
い
る
か
を
は
?
き
り
と
示
め
し
て
い

ヘ
ン
サ
ー
・
フ
ィ
ー
I
/
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
理
論
に
つ
い
て



六
八

る
。上

昇
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
も
つ
リ
ア
リ
ズ
ム
が
物
語
の
領
域
に
お
い
て
量
も
完
全
な
形
で
表
現
さ
れ
た
の
が
十
八
世
紀
の
ノ
ヴ
ェ
ル
で
あ
っ

た
か
ら
、
こ
の
時
代
の
ノ
ヴ
ェ
ル
と
リ
ア
リ
ズ
ム
と
を
切
り
離
す
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
こ
の
様
に
自
分
の
小
説
の

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
を
強
調
し
た
の
ち
、
次
に
彼
の
小
説
の
主
要
な
要
素
で
あ
る
語
辞
と
諷
刺
に
言
及
す
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
喜
劇
の

㊥

主
題
と
な
る
笑
う
べ
き
も
の
と
は
、
他
人
に
苦
痛
や
害
毒
を
与
え
な
い
過
英
或
は
醜
悪
さ
で
あ
る
と
規
定
し
た
が
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
、
邪
悪
は
滑
稽
の
対
象
に
な
ら
ぬ
と
云
っ
て
い
る
が
滑
稽
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
主
張
し
て
い
な
い
し
、
「
滑
稽
に

関
す
る
考
察
L
R
監
e
各
n
s
s
u
ニ
e
R
i
d
i
c
u
J
e
の
著
者
ベ
ル
ガ
ル
ド
神
父
l
e
a
n
由
a
p
t
i
s
t
e
M
O
r
く
a
n
d
e
B
e
。
e
g
a
r
d
e
も
そ
の
源
を
つ
き
と

め
て
い
な
い
と
し
て
、
次
の
様
に
自
分
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
。

兵
の
「
滑
稽
」
の
唯
一
の
源
は
「
気
取
り
」
で
あ
り
、
之
は
「
虚
栄
」
と
「
偽
善
」
か
ら
生
じ
る
。
「
虚
栄
」
と
は
賞
潜
を
得
ん
が
た
め
に
偽
り

の
憧
格
を
装
う
事
で
あ
り
、
之
か
ら
生
じ
る
「
気
取
り
」
は
「
虚
飾
」
の
性
格
を
お
ぴ
る
。
一
方
、
「
偽
善
」
は
そ
の
悪
徳
を
隠
す
た
め
に
正
反
対

の
美
徳
を
装
う
事
で
あ
る
か
ら
、
之
か
ら
生
じ
る
「
気
取
り
」
は
「
欺
瞞
」
と
結
び
つ
く
。
こ
の
二
つ
の
源
か
ら
発
す
る
「
気
取
り
」
の
暴
露
か
ら

「
滑
稽
」
が
生
じ
る
の
だ
が
、
「
偽
善
」
か
ら
生
じ
る
「
気
取
り
」
の
方
が
、
「
虚
栄
」
か
ら
生
じ
る
「
気
取
り
」
よ
り
も
読
者
に
一
層
強
烈
な
「
驚

き
と
愉
快
さ
」
を
与
え
る
。
後
者
の
場
合
に
は
装
う
美
徳
が
不
足
し
て
い
る
だ
け
だ
が
、
前
者
の
場
合
に
は
装
う
美
徳
の
正
反
対
の
性
質
が
暴
露
さ

れ
る
か
ら
で
あ
り
、
「
滑
稽
と
い
う
こ
と
を
誰
よ
り
も
一
番
よ
く
理
解
し
て
い
た
」
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ス
ン
も
主
と
し
て
偽
善
的
気
取
り
を
扱
っ
て
い

る
。
-
こ
う
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
説
明
し
て
「
気
取
り
が
あ
る
場
合
に
の
み
、
人
生
の
不
幸
災
厄
も
、
も
っ
て
生
れ
た
欠
陥
も
嘲
笑
の
対
象
と

な
る
」
と
し
、
大
き
な
悪
徳
は
我
カ
の
嫌
悪
の
対
象
で
あ
り
、
小
さ
な
過
失
は
我
々
の
あ
わ
れ
み
の
対
象
で
あ
り
、
「
気
取
り
」
の
み
が
「
滑
稽
」

の
唯
一
の
寡
の
源
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

ヱ
の
理
論
は
彼
が
ベ
ン
・
ジ
ョ
ン
ス
ン
や
モ
リ
エ
ー
ル
な
ど
の
す
ぐ
れ
空
骨
劇
作
家
か
ら
学
び
と
つ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
実
の
観
察
か

ら
生
れ
生
息
兄
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
オ
リ
ヴ
ァ
・
エ
ル
ト
ン
は
、
「
か
か
る
理
論
は
い
か
に
鋭
く
と
も
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
柔
軟
な



⑳

技
術
牢
包
含
し
尽
す
に
は
あ
ま
り
に
も
形
式
的
す
ぎ
る
」
去
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
ア
ダ
ム
ズ
師
の
ま
き
散
ら
す
お
か
し
さ
は
こ
の
範
疇
に
入

ら
な
い
し
、
そ
の
他
い
た
る
所
に
散
在
す
る
彼
の
粗
野
な
ま
で
に
快
活
な
フ
ァ
ー
ス
的
な
笑
い
を
こ
の
定
義
の
駒
で
す
く
い
辞
る
こ
と
も
難
か
し
い

と
云
え
よ
う
。

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
は
じ
め
に
自
分
は
こ
の
作
品
で
「
滑
稽
な
る
も
の
」
の
み
を
扱
う
と
云
っ
光
の
で
あ
る
が
、
彼
の
様
な
す
ぐ
れ
た
モ
ラ
リ

ス
ト
が
現
実
に
存
在
す
る
悪
徳
を
見
の
が
す
筈
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
彼
は
、
自
分
の
作
品
に
「
悪
徳
そ
れ
も
極
め
て
凶
悪
な
悪
徳
の
導
入
」
を

ヽ

ヽ

ヽ

許
し
た
事
を
、
一
、
人
間
の
行
動
を
追
求
し
て
之
を
さ
け
る
の
は
難
し
い
こ
と
、
二
、
こ
の
作
品
に
現
れ
る
悪
徳
は
む
し
ろ
人
間
の
あ
る
も
ろ
さ
、

弱
点
の
偶
然
的
結
果
で
あ
る
こ
と
、
三
、
悪
徳
は
嘲
笑
で
は
な
く
嫌
悪
の
対
象
と
し
て
措
か
れ
て
い
る
こ
と
、
輿
悪
徳
は
場
面
場
回
で
主
役
を
演

℃
て
い
な
い
こ
と
、
五
、
そ
れ
ら
生
息
図
せ
る
害
毒
を
決
し
て
生
み
出
し
て
い
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
弁
明
す
る
っ
こ
れ
ら
の
事
は
必
す
L
も
常
に
守

ら
れ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
し
、
こ
の
様
な
弁
明
を
附
し
た
所
に
あ
.
ま
り
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た
無
理
が
う
か
が
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

註
○
冨
r
g
a
r
e
t
↑
h
O
r
D
b
u
r
y
も
p
・
C
…
1
・
-
一
p
・
-
宇
-
声
つ
い
で
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
叙
事
詩
と
散
文
を
以
て
模
倣
す
る
鍍
述
的
な
詩
と
考
え
て

は
い
た
が
、
詩
人
と
歴
史
家
の
相
違
を
、
散
文
で
書
く
か
散
文
で
書
く
か
の
点
に
は
お
い
て
い
な
い
。
(
松
浦
嘉
一
訳
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
詩
学
」
第
二

十
三
章
、
第
九
睾
参
照
エ
ア
呈
ト
テ
レ
ス
「
詩
学
」
に
つ
い
て
は
、
松
浦
氏
、
北
条
空
氏
訳
及
び
、
↑
W
…
n
…
n
g
や
B
y
w
a
t
㌢
訳
芸
者
に
し
た
が
、

臥
後
引
用
は
主
と
し
て
松
浦
氏
訳
に
拠
る
)
セ
ル
ゲ
ァ
ン
テ
ス
に
つ
い
て
は
(
岩
波
文
庫
)
永
田
寛
定
訳
ド
ン
・
キ
ホ
ー
こ
ノ
正
篇
〔
三
〕
二
七
二
貫
参
照
の
こ

と
○

⑦
「
テ
レ
マ
カ
ス
物
語
」
の
一
七
二
四
年
版
に
は
A
・
M
・
R
a
m
s
a
y
な
る
人
の
序
文
が
つ
い
て
い
て
、
そ
の
中
で
評
m
s
a
y
は
之
を
叙
事
詩
と
し
て
扱
っ

て
お
り
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
蔵
書
中
の
岩
】
小
m
a
q
u
e
に
も
こ
の
序
文
が
載
っ
て
い
る
と
の
事
で
あ
る
か
ら
(
M
・
T
h
O
r
n
b
u
r
y
-
。
p
・
C
i
t
・
1
一
p
・

雷
-
笥
こ
O
u
n
)
、
こ
の
主
張
も
根
拠
の
な
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

㊥
永
田
寛
定
訳
ド
ン
・
キ
永
-
テ
(
三
)
二
六
八
-
九
貢
。

へ
ン
∴
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
理
論
に
つ
い
て



七
〇

④
M
.
T
h
O
r
n
b
u
r
y
-
O
p
・
C
i
t
・
-
C
h
a
p
・
I
i
㌧
く
参
照
。

①
従
来
の
ロ
了
/
ス
と
ノ
ヴ
ェ
ル
が
ど
の
様
な
概
念
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
は
、
W
・
L
・
C
r
O
S
S
‥
T
h
e
D
e
く
e
-
O
p
m
e
n
t
O
f
t
h
e
E
n
g
冨
h
N
O
く
e
r

H
n
t
r
O
d
u
c
t
i
O
n
を
見
ら
れ
た
い
。

㊥
R
a
l
p
h
F
O
H
‥
T
h
e
2
0
く
0
-
a
ロ
d
t
h
e
P
e
O
p
H
e
-
C
h
a
p
.
-
く
参
照
。

⑦
筋
の
統
一
に
つ
い
て
は
後
述
。
時
間
の
統
一
に
つ
い
て
は
、
ア
l
+
′
ス
ト
テ
レ
ス
は
叙
事
詩
は
時
間
の
制
限
を
も
た
ぬ
と
云
っ
て
い
る
の
だ
が
(
「
詩
学
」
第

五
章
)
、
M
.
T
h
O
r
n
b
u
r
y
に
よ
れ
ば
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
批
評
家
達
は
叙
事
詩
は
「
年
以
内
の
出
来
事
を
描
く
も
の
と
考
え
、
ル
・
ガ
ス
ユ
も
、
ホ
メ
ロ

ス
の
「
オ
デ
ュ
セ
イ
ア
」
は
留
日
「
イ
リ
ア
ス
」
は
烏
口
、
ウ
ェ
ル
ギ
Ⅵ
二
ワ
ス
の
「
ア
エ
ネ
イ
ス
」
は
一
年
以
内
の
出
来
事
を
措
い
て
い
る
と
し
、
フ

ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
も
之
を
守
っ
て
、
「
ト
ム
・
ブ
ヨ
サ
ン
ズ
」
の
最
初
の
四
巻
で
主
筋
の
舞
台
ど
し
ら
え
が
出
来
た
の
ち
は
、
一
年
以
内
の
出
演
事
を
語
っ

た
ば
か
り
か
、
各
巻
の
見
出
し
で
そ
の
鶉
実
に
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
(
M
.
T
h
O
r
n
b
u
r
y
-
I
p
.
C
i
t
・
-
p
p
・
寧
ロ
†
∽
ニ
ー
加
L
N
?
-
)

つ
い
で
な
が
ら
、
C
ウ
○
班
は
、
ト
ム
・
ジ
ョ
サ
ン
メ
十
入
港
中
、
最
初
の
六
巻
は
二
〇
年
以
上
に
わ
た
り
、
ト
ム
が
家
を
追
い
出
さ
れ
て
ソ
フ
ァ
イ
ア
と

糟
婚
す
る
ま
で
の
十
二
巻
は
、
見
出
し
に
よ
る
と
約
四
二
日
間
の
出
来
事
だ
が
、
か
さ
な
り
が
あ
っ
て
実
際
は
三
七
・
八
日
間
の
こ
と
だ
と
計
算
し
て
い

る
っ
(
W
.
L
.
C
r
O
S
S
‥
T
h
e
H
i
s
t
O
r
y
O
f
H
e
n
r
y
句
i
e
)
d
i
n
g
.
く
O
H
.
I
I
,
p
p
.
-
∞
T
-
㌶
)

㊥
M
.
T
h
O
r
n
b
u
r
y
は
フ
ィ
ー
几
/
デ
ィ
ン
グ
は
、
ア
り
ス
ト
テ
レ
ス
と
彼
の
ル
・
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
解
説
者
達
に
従
っ
て
、
故
事
詩
の
結
末
が
f
a
く
O
r
a
b
H
y
に

終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
た
と
し
て
い
る
。
(
p
.
-
巴
)
た
し
か
に
フ
ィ
ー
1
/
デ
ィ
ン
デ
の
小
説
は
す
べ
て
そ
う
な
っ
て
い
る
し
、
彼
は
u
チ
ャ
ー
ド

ス
ン
の
「
ク
ラ
リ
サ
」
に
つ
い
て
そ
れ
を
h
a
p
p
y
e
已
i
n
g
に
す
る
梯
注
告
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
(
一
七
四
八
年
十
一
月
七
日
附
R
i
c
h
a
r
d
s
O
n
よ

り
A
a
r
O
n
H
i
l
-
宛
の
手
紙
、
A
u
s
t
i
n
D
O
b
M
O
n
‥
S
a
m
u
e
H
R
i
c
h
a
r
d
s
O
コ
t
C
h
a
p
.
H
く
,
p
.
害
)
私
は
、
彼
の
小
説
が
幸
福
な
結
末
で
終
っ
て
い
る
の

は
、
彼
が
故
事
詩
批
評
家
の
言
に
忠
実
で
あ
っ
た
と
同
時
に
そ
れ
は
ま
た
、
十
八
世
紀
の
社
会
的
現
実
の
反
映
だ
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
現
代
に
近
ず

く
に
つ
れ
、
小
説
の
桔
末
は
悲
劇
的
に
終
る
か
、
或
は
結
末
の
な
い
結
末
で
終
る
か
し
て
い
る
の
に
対
し
、
十
八
世
紀
の
ノ
ヴ
ェ
ル
は
、
デ
ィ
フ
ォ
ク
を
は

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

じ
め
と
し
多
く
の
場
合
す
べ
て
幸
福
な
緒
末
で
終
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
上
昇
的
な
資
本
主
義
の
時
代
に
は
、
か
か
る
緒
末
は
ま
だ
可
能
で
あ
っ
た
。

㊥
ア
り
ス
ト
テ
レ
ス
が
悲
劇
ば
か
り
で
な
く
叙
事
詩
に
も
必
要
だ
と
し
て
い
る
「
急
転
と
発
見
」
が
如
何
な
る
も
の
か
は
「
詩
学
」
十
、
十
一
、
十
六
葦
を
見

ヽ

ヽ

ヽ

ら
れ
た
い
。
ブ
ヨ
サ
セ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ブ
の
素
姓
の
「
発
見
」
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
定
義
す
る
「
最
も
非
芸
術
的
な
し
る
L
に
ょ
る
」
も
の
で
あ
か
、



ト
ム
・
ブ
ヨ
サ
ン
メ
の
場
合
は
、
最
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
「
出
来
事
そ
の
も
の
か
ら
塵
じ
る
発
見
」
で
あ
る
。

⑲
⑪
甘
h
亀
b
ゝ
邑
選
等
♪
B
K
J
I
I
I
C
h
a
p
.
P

冒
選
盲
莞
♪
B
K
.
I
く
ー
C
h
a
p
.
N
-
C
h
a
p
.
∞

㊥
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
「
詩
学
」
二
十
四
章
。

⑲
ブ
り
ん
ト
テ
レ
ス
「
詩
学
」
五
章
。

⑭
○
】
i
㌻
E
冨
n
‥
A
S
u
r
く
e
y
O
f
E
n
g
.
L
i
t
∴
遍
⊥
尋
・
星
・
l
も
ー
芦

三
、
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
」
の
前
置
き
の
章
に
つ
い
て

「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
の
「
序
文
」
は
、
以
上
の
よ
う
に
彼
の
打
ち
立
て
た
新
し
い
文
学
ジ
ャ
ソ
ル
の
一
般
的
特
徴
の
解
明
に
用
い

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
」
の
前
置
き
の
葦
は
、
之
を
補
う
と
同
時
に
一
層
具
体
的
に
彼
の
作
品
の
構
造
や
方
法
の
理
論
づ
け

に
あ
て
ら
れ
る
。

彼
は
こ
こ
で
も
自
分
の
作
品
を
「
散
文
に
よ
る
喜
劇
的
叙
事
詩
」
の
中
に
入
れ
(
五
巻
第
一
章
)
、
そ
れ
を
「
英
雄
詩
的
歴
史
的
散
文
詩
L
h
e
r
O
i
c
,

h
i
s
t
O
r
i
c
a
一
.
p
r
O
S
a
i
c
p
O
e
m
′
と
呼
び
(
四
巻
第
一
章
)
、
「
私
は
事
実
、
文
学
の
新
領
域
の
創
始
者
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
領
域
内
で
自
分
の
気
に
入

る
ど
ん
な
法
律
を
作
ろ
う
と
自
由
で
あ
る
。
そ
し
て
私
が
臣
下
と
考
え
て
い
る
私
の
読
者
連
は
こ
れ
ら
の
法
律
を
信
じ
そ
れ
ら
に
従
う
義
務
が
あ

①

る
」
(
二
巻
第
一
章
)
と
誇
り
や
か
に
述
べ
て
い
る
。

旬

彼
は
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
芸
術
の
主
題
は
人
間
性
で
あ
る
と
考
え
た
ネ
ッ
サ
ジ
ス
の
批
評
家
た
ち
と
同
様
、
こ
の
作
品
は
「
人
間
性
」
を
扱

う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
白
に
し
(
一
巻
第
一
葦
)
、
小
説
家
に
と
っ
て
「
最
高
の
主
題
は
人
間
で
あ
る
」
と
宣
書
し
て
い
る
が
(
八
巻
第
一
葦
)
、
之
は

何
よ
り
も
畢
す
人
間
に
興
味
を
示
し
、
そ
の
行
動
と
性
格
を
小
説
の
中
心
に
据
え
と
ヰ
八
世
紀
ノ
ヴ
ェ
ル
の
特
徴
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

⑤

同
時
に
彼
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
歴
史
」
と
「
叙
事
詩
」
、
「
歴
史
家
」
と
「
詩
人
」
を
区
別
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
作
品
を
「
叙
事

ヘ
ン
り
ー
ノ
・
フ
ィ
ー
1
/
デ
ィ
ン
デ
の
小
説
理
論
に
つ
い
て



七
二

詩
と
呼
ぶ
と
同
時
に
「
歴
史
」
と
見
放
し
、
自
分
達
を
「
歴
史
家
」
の
範
噂
に
入
れ
る
こ
と
に
ょ
つ
て
、
彼
の
小
説
の
基
盤
で
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を

こ
こ
で
一
層
は
っ
き
り
と
押
し
出
し
て
い
る
。
彼
は
今
ま
で
に
も
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
を
T
h
e
H
i
s
t
O
r
y
O
h
t
h
e
A
d
く
e
n
t
u
r
e
S

已
J
O
S
e
p
h
A
n
d
r
e
w
s
a
ロ
d
h
i
s
F
r
i
e
n
d
M
r
.
旨
r
a
h
a
m
A
d
a
m
s
と
越
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
「
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
∴
ワ
イ
ル
ド
伝
」
を
も
あ

る
場
合
に
は
「
歴
史
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
が
、
「
ト
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
」
で
は
、
こ
の
小
説
を
T
h
e
H
i
s
t
O
r
y
O
h
T
O
m
l
O
n
e
S
.
a
句
O
u
n
d
・

-
i
n
g
と
題
し
て
之
を
党
に
記
し
た
様
に
「
英
雄
詩
的
歴
史
的
散
文
詩
」
と
名
づ
け
、
更
に
前
置
き
の
草
で
は
、
く
り
返
し
之
を
「
歴
史
」
と
見
倣
し

自
分
を
「
歴
史
豪
」
と
呼
ん
で
い
る
。

彼
が
従
来
の
ロ
マ
ン
ス
や
ノ
ヴ
ェ
ル
か
ら
自
分
の
作
品
を
区
別
し
た
の
も
正
に
こ
の
点
で
あ
っ
た
。
彼
は
す
で
に
「
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー

ズ
」
の
第
三
巻
第
一
葦
で
、
「
彼
等
の
書
物
に
英
国
史
、
フ
ラ
ン
ス
史
、
ス
ペ
イ
ン
史
な
ど
の
題
を
つ
け
る
ロ
マ
ン
ス
作
家
た
ち
」
は
地
誌
作
者
と

呼
ぶ
べ
き
で
、
事
件
の
起
っ
た
国
や
場
所
は
信
用
出
来
る
が
、
措
か
れ
て
い
る
人
々
の
行
動
や
性
格
に
関
し
て
は
信
用
出
来
な
い
と
し
、
一
方
自
分

達
伝
記
作
家
は
事
実
が
起
っ
た
時
代
や
国
を
間
違
え
る
事
は
あ
つ
て
も
我
々
が
述
べ
る
事
実
は
信
用
し
て
も
い
い
と
述
べ
、
上
述
の
如
き
連
中
の
作

品
よ
り
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
方
が
は
る
か
に
歴
史
の
名
に
値
す
る
と
主
張
し
、
ロ
マ
ン
ス
や
ノ
ヴ
ェ
ル
の
作
家
達
に
つ
い
て
、
「
彼
等
は
自
然

或
は
歴
史
か
ら
何
の
援
助
も
う
け
ず
、
決
し
て
存
在
し
な
か
っ
た
、
或
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
人
々
を
、
ま
た
決
し
て
逸
ら
な
か
っ
た
、
ま
た
起
り

得
な
い
よ
う
な
事
実
を
記
録
す
る
。
彼
等
の
主
人
公
達
は
彼
等
白
身
の
創
造
で
あ
り
、
彼
等
の
脳
髄
は
彼
等
が
そ
の
材
料
を
え
ら
び
出
す
混
沌
界
な

の
で
あ
る
」
と
云
い
、
彼
等
と
、
「
白
魔
を
写
す
こ
と
で
満
足
す
る
」
伝
記
作
家
達
と
を
区
別
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
考
え
方
は
「
ト
・
ム
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
」
の
前
置
き
の
章
に
も
そ
の
ま
ま
引
き
つ
が
れ
て
い
る
。
彼
は
「
其
の
人
間
性
」
は
ロ
マ
ン
ス
や
ノ
ヴ
ェ

ル
に
は
見
出
さ
れ
ぬ
と
云
い
(
二
巻
第
一
撃
)
、
ロ
マ
ン
ス
顆
か
ら
自
分
達
の
作
品
を
区
別
す
る
の
は
「
真
実
」
で
あ
る
と
主
張
し
(
四
巻
第
一
章
)
、
絶

え
ず
自
分
の
小
説
を
こ
れ
ら
の
「
ば
か
げ
た
小
説
や
奇
怪
な
ロ
マ
ン
ス
」
か
ら
区
別
し
、
「
我
々
の
す
べ
て
の
入
物
に
対
し
て
は
充
分
な
典
拠
が
あ

る
か
ら
…
…
我
々
の
労
作
に
は
歴
史
と
呼
ば
れ
る
だ
け
の
資
格
が
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
(
九
巻
第
一
葦
)
。

そ
れ
故
に
彼
が
自
分
の
作
品
を
「
歴
史
」
と
な
づ
け
先
の
は
、
そ
れ
が
自
然
を
写
し
、
事
実
に
基
礎
を
置
き
、
真
実
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
の
む



強
調
す
る
と
同
時
に
自
分
の
叙
事
詩
が
十
八
世
紀
の
英
国
社
会
を
如
実
に
伝
え
る
叙
事
詩
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
小
説
家
は
当
然
「
公
の
事
件
を
物
語
る
歴
史
家
」
と
は
対
象
や
機
能
や
方
法
の
上
で
区
別
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
彼
は
、
自

分
を
歴
史
家
と
呼
び
つ
つ
も
、
「
私
的
生
活
の
諸
場
蘭
の
み
を
措
く
」
歴
史
家
、
「
私
的
人
物
を
扱
い
、
人
里
離
れ
た
へ
ん
ぴ
な
場
所
を
探
し
求
め

て
、
世
界
の
す
み
す
み
か
ら
美
徳
と
悪
徳
の
手
本
を
ひ
っ
ぼ
り
出
し
て
来
る
」
歴
史
家
と
定
義
し
、
次
に
の
べ
る
様
な
様
々
の
創
作
方
法
を
主
張
す

る
の
で
あ
る
。

彼
は
畢
ず
、
自
分
は
、
各
巻
の
恰
好
を
つ
け
る
だ
め
に
人
類
の
舞
台
で
最
大
の
活
劇
が
行
わ
れ
た
注
目
す
べ
き
時
代
に
も
、
之
と
い
う
事
件
の
お

こ
ら
な
い
時
代
に
も
同
じ
紙
量
を
用
い
る
「
勤
勉
に
し
て
港
翰
な
歴
史
家
」
よ
り
は
、
「
国
々
の
大
変
動
を
明
か
に
す
る
と
公
言
す
る
作
家
た
ち
の

方
法
に
従
う
つ
も
り
で
あ
る
」
と
宣
告
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、

恐
し
き
カ
ル
タ
ゴ
が
武
器
も
て
ロ
ー
マ
と
驚
か
し
、

全
世
界
が
激
し
い
驚
愕
に
戦
慄
せ
る
と
き
、

い
ず
れ
が
倒
れ
、
い
ず
れ
の
国
が
世
界
の

・
覇
者
と
な
る
か
、
未
だ
決
せ
ざ
る
と
き
、

と
い
う
様
な
輝
や
か
し
く
多
忙
な
時
代
を
も
、
世
風
が
眠
っ
て
い
る
様
な
退
屈
な
数
世
紀
を
も
同
じ
様
に
ゆ
っ
く
り
と
歩
ん
で
行
く
、
「
時
」
の
書

記
と
も
云
う
べ
き
作
家
の
方
法
を
排
し
、
「
ニ
ュ
ー
ズ
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
同
じ
語
数
で
出
来
上
っ
て
い
る
新
聞
」
、
「
満
員
で
も
空
っ
ぽ
で
も

同
じ
コ
ー
ス
を
走
る
駅
馬
車
」
の
如
き
歴
史
を
斥
け
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
「
何
等
か
の
異
常
な
場
面
が
現
わ
れ
る
時
に
は
、
我
々
は
労
苦

を
厭
わ
ー
ず
、
紙
数
た
情
事
ザ
に
詳
し
く
そ
れ
を
読
者
に
公
開
し
ょ
う
。
だ
が
諸
者
の
琵
目
に
価
す
る
様
な
事
柄
が
生
ぜ
車
に
ま
る
ま
る
数
年
が
経
過

す
る
な
ら
ば
、
我
カ
は
こ
の
歴
史
に
間
隙
の
出
来
る
の
を
恐
れ
・
ず
、
重
大
な
事
件
へ
と
急
ぎ
、
か
か
る
時
代
に
は
全
然
注
意
を
払
わ
ず
ほ
う
つ
て
お

こ
う
」
と
述
べ
て
い
る
(
二
巻
第
一
章
)
。
こ
こ
に
彼
の
小
説
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
構
造
と
方
法
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
国
力
の
大
変
動

を
明
か
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
や
、
ル
ク
レ
デ
ィ
ウ
ス
の
詩
の
訳
と
称
す
る
上
述
の
引
用
を
、
小
説
家
の
措
く
「
私
的
生
活
」
の
場
合
に
当
て
は
め

ヘ
ン
ツ
ー
J
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
理
論
に
つ
い
て



七
四

て
み
る
な
ら
ば
、
彼
の
云
う
「
異
常
な
」
「
重
大
な
事
件
」
が
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
か
が
明
白
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
彼
の
小
説
の
ド
ラ
マ

テ
ィ
ッ
ク
な
性
格
が
生
れ
る
。
彼
は
ま
た
、
ど
ん
な
些
事
で
あ
つ
て
も
そ
れ
が
非
常
に
重
大
な
出
来
事
の
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
小
説
家

は
そ
れ
を
見
落
し
て
は
な
ら
ぬ
と
主
張
し
て
も
い
る
が
(
五
巻
第
四
章
)
、
之
ら
の
主
張
を
級
合
す
る
時
、
我
々
は
自
然
主
義
的
な
ト
サ
ヴ
ィ
ア
サ
ズ

ム
と
は
全
く
異
る
、
十
八
世
紀
の
上
昇
的
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
溌
刺
た
る
リ
ア
リ
ズ
ム
を
う
か
が
う
事
が
出
来
よ
う
。

彼
の
小
説
理
論
の
棟
概
を
な
す
の
は
実
に
か
か
る
リ
ア
サ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
が
、
彼
は
そ
の
他
小
説
の
本
質
的
な
問
題
に
関
す
る
リ
ア
リ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
見
解
を
次
々
と
提
出
す
る
。
そ
の
一
つ
に
八
巻
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
可
能
性
と
蓋
然
性
の
問
題
が
あ
る
。

彼
は
ま
す
、
「
作
者
は
可
能
性
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
」
、
更
に
「
人
間
が
な
し
得
な
い
こ
と
は
人
間
が
な
し
た
と
信
じ
る
こ
と
も
不
可
能
な

こ
t
と
を
常
に
お
ぼ
え
て
お
く
こ
と
」
を
作
家
に
要
求
し
、
従
来
の
叙
事
詩
や
ロ
マ
ン
ス
に
含
ま
れ
て
い
た
一
切
の
異
教
的
、
!
キ
リ
ス
ト
教
的
奇
異
や

超
自
然
的
な
力
警
と
ど
と
く
斥
け
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
彼
は
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
む
引
合
い
に
出
し
て
離
代
紋
悪
の
「
異
教
の
神
カ
」
を
・
ポ
ワ

◎

ロ
ー
に
倣
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
天
使
軍
」
を
、
更
に
「
小
妖
魔
や
妖
精
」
は
勿
論
、
「
我
力
近
代
人
に
す
こ
し
で
も
許
さ
れ
る
唯
一
の
超
自
然

的
な
力
」
で
あ
る
「
幽
霊
」
を
も
斥
け
、
「
我
々
歴
史
家
或
は
詩
人
の
ペ
ン
の
前
に
姿
を
現
す
最
高
の
主
題
は
人
間
で
あ
る
」
と
宣
言
す
る
。

⑥

人
間
を
摘
く
事
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
場
合
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
両
様
当
然
人
間
の
行
動
の
模
倣
で
あ
る
が
、
彼
は
、
「
人
間
の
行
動
を
物
語
る

際
に
」
作
家
は
「
可
能
性
」
を
守
る
だ
け
で
は
充
分
で
な
く
、
「
蓋
然
性
の
範
囲
を
こ
え
ぬ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
h
L
と
主
張
し
、
そ
の
理

由
を
一
般
の
歴
史
と
の
対
比
に
ょ
っ
て
説
明
す
る
。

彼
に
ょ
れ
ば
ー
歴
史
家
は
信
じ
ら
れ
ぬ
様
な
異
常
な
出
来
事
で
あ
つ
て
も
そ
れ
を
見
出
す
が
ま
ま
に
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ほ
ど
重
要
で
も

必
要
で
も
な
い
場
合
は
別
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
話
の
本
質
的
部
分
を
構
成
す
る
限
り
、
そ
れ
ら
が
真
に
起
っ
た
通
り
記
す
事
は
正
当
で
あ
る
ば
か
り

か
、
そ
れ
ら
を
は
ぶ
い
た
り
変
更
し
た
り
す
れ
ば
許
し
難
い
と
さ
れ
る
・
だ
ろ
う
。
歴
史
家
が
事
実
の
み
を
記
し
、
彼
が
偽
り
だ
と
確
信
す
る
に
ち
簑

い
な
い
事
柄
を
こ
と
ど
と
く
斥
け
る
な
ら
ば
、
時
に
は
奇
異
に
落
ち
入
る
事
は
あ
つ
て
も
信
じ
ら
れ
ぬ
こ
と
に
お
ち
入
る
事
は
決
し
て
な
い
だ
ろ

う
。
読
者
に
驚
異
驚
愕
の
念
を
引
き
患
こ
さ
せ
て
も
、
ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
の
云
う
不
信
の
嫌
悪
(
「
詩
論
と
八
八
行
)
を
お
こ
さ
せ
る
事
は
な
い
。
と
こ



ろ
が
「
公
の
事
件
を
物
語
る
歴
史
家
運
」
は
、
一
般
の
信
用
や
公
の
記
最
や
多
く
の
作
者
の
一
致
し
た
証
明
も
あ
っ
て
、
被
等
の
真
実
性
が
将
来
に

わ
た
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
る
に
反
し
、
わ
れ
わ
れ
「
私
的
生
活
の
み
を
描
き
」
「
私
人
を
扱
う
」
歴
史
家
〔
小
説
家
〕
は
、
名
声
を
有
せ
ず
、
二
致

せ
る
証
明
も
な
く
、
ま
た
述
べ
る
事
を
支
持
し
た
り
確
証
し
た
り
す
る
記
録
も
な
い
か
ら
、
「
可
能
性
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
蓋
然
性
の
限
界
内
に

と
ど
ま
る
事
が
我
々
に
相
応
し
い
」
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
こ
の
事
は
「
非
常
に
善
良
且
つ
賞
讃
す
べ
き
も
の
」
を
措

く
場
合
に
特
に
必
要
だ
と
云
う
。
「
悪
行
と
愚
行
」
の
場
合
は
、
人
間
の
持
つ
悪
意
の
お
か
げ
で
読
者
に
容
易
に
信
じ
て
貰
え
る
か
ら
で
あ
る
。

⑦

以
上
の
言
葉
は
、
詩
人
は
起
る
か
も
知
れ
ぬ
こ
と
を
、
蓋
然
も
し
く
は
必
然
的
に
可
能
な
事
を
語
る
の
だ
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
を
思
い

お
こ
さ
せ
る
が
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
自
分
の
主
張
を
如
何
に
忠
実
に
実
践
し
て
い
る
か
は
彼
の
小
説
を
読
め
ば
明
白
で
あ
る
。

次
に
彼
は
こ
の
事
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
性
格
と
行
動
の
一
致
を
説
く
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
性
格
の
一
貫
性
を
強
調
し
っ
つ
、
あ
る
人
物
の
行

＼
、

動
は
そ
の
性
格
の
必
然
も
し
く
は
蓋
然
の
結
果
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
た
が
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
も
之
に
倣
っ
て
行
動
は
人
間
の
能
力
範

囲
を
こ
え
ぬ
も
の
、
人
間
が
多
分
行
う
と
考
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
さ
に
そ
の
行
為
者
と
人
物
自
身
が
行
い
そ
う
な
行
動
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
る
人
間
の
場
合
に
は
単
に
驚
嘆
に
価
す
る
に
す
ぎ
ぬ
行
動
も
他
の
人
間
に
つ
い
て
語
ら
れ
ー
に
時
に
は
、
あ
り
そ
う
も
な
い
、

或
は
全
く
も
つ
て
不
可
能
な
行
動
に
な
り
得
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
、
更
に
「
人
間
が
彼
の
本
性
の
命
令
と
正
反
対
に
行
動
す
る
事
は
不
可
能
で

な
い
に
し
て
も
、
考
え
ら
れ
得
る
い
か
な
る
事
に
も
ま
し
て
あ
り
そ
う
も
な
い
奇
蹟
的
な
こ
と
だ
」
と
主
張
し
、
近
代
の
喜
劇
作
家
達
が
こ
の
事
を

無
視
し
て
い
る
点
を
嘲
笑
す
る
。
例
え
ば
、
「
ト
ム
∴
ソ
ヨ
ウ
ン
ズ
」
の
最
後
に
お
け
る
ト
ム
の
プ
ラ
イ
フ
ィ
ル
に
対
す
る
寛
大
さ
、
或
は
「
ジ
ョ

ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
に
お
け
る
ア
ダ
ム
ズ
師
の
ブ
ー
ビ
1
夫
人
へ
の
反
抗
、
或
は
ワ
イ
ル
ド
が
絞
首
さ
れ
ん
と
す
る
際
に
教
高
僧
の
ポ
ケ
ッ

ト
か
ら
栓
抜
き
を
す
り
取
っ
た
と
い
う
記
述
は
色
カ
の
事
情
か
ら
考
え
て
た
し
か
に
驚
く
べ
き
事
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
行
為
は
彼
等
の
性

格
か
ら
見
て
蓋
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
様
に
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
人
物
の
行
動
は
蓋
然
性
の
う
え
に
し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
る
ば
か
り
か
、

滴
る
人
物
は
そ
の
人
物
に
相
応
じ
い
特
徴
的
な
行
動
を
行
い
、
そ
の
行
動
が
ま
た
逆
に
そ
の
性
格
を
開
示
す
る
と
い
う
彼
の
小
説
の
特
徴
は
か
か
る

主
張
の
遵
守
か
ら
発
す
る
の
で
あ
る
。

㌻
/
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
理
論
に
つ
い
て



ト
・
‥

鉄
上
の
橡
に
フ
ィ
ー
ル
デ
す
ン
グ
は
小
説
の
領
観
か
ら
超
自
然
的
な
要
素
を
斥
け
る
と
同
時
に
、
作
家
が
事
件
や
人
間
の
行
動
に
関
し
て
可
能
性

ば
か
り
で
な
く
蓋
然
性
の
範
囲
に
踏
み
と
ど
ま
る
事
を
主
張
し
た
が
、
そ
れ
抜
云
う
ま
で
も
な
く
筋
の
発
展
や
事
件
の
解
決
の
場
合
に
も
.
あ
て
は
ま⑤

る
の
で
あ
.
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
筋
の
発
展
は
物
語
そ
の
も
の
か
ら
生
す
べ
き
で
機
械
の
神
に
ょ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
云
っ
た
が
、

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
も
ト
ム
を
災
難
か
ら
救
い
出
サ
の
に
、
「
超
自
然
的
な
力
の
た
す
け
」
を
か
り
て
「
こ
の
歴
考
の
真
実
性
と
威
厳
を
ぶ
ち
こ
わ

す
」
様
な
こ
と
告
ぬ
と
善
し
、
我
カ
は
「
自
然
な
手
段
」
し
か
用
い
て
は
な
ら
ぬ
の
だ
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
毎
(
十
七
巻
第
】
章
)
。

こ
こ
で
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
創
作
方
法
と
し
て
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
基
本
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
だ
が
、
た
し
か
に
か
か
る
操
作
を
経

て
は
じ
め
て
現
実
は
一
層
現
実
ら
し
く
小
説
の
中
に
描
き
出
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
は
こ
の
様
な
規
則
を
設
け
る
事
に
ょ
つ
て
決
し
て
月
並
み
な
事
件

や
あ
り
ふ
れ
た
人
間
の
行
動
を
措
け
と
主
張
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
の
あ
と
で
、
「
之
等
二
、
三
の
制
限
内
で
あ
ら
ゆ
る
作
者
は
好
き
な

だ
け
驚
く
べ
き
事
柄
を
扱
っ
て
も
い
い
」
。
い
や
、
「
信
じ
ら
れ
得
る
こ
と
」
と
い
う
諸
規
則
を
守
る
な
ら
ば
、
読
者
を
驚
か
す
事
が
出
来
れ
ば
出
来

る
ほ
ど
読
者
を
魅
惑
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
(
例
え
ば
ト
ム
の
出
生
の
秘
密
は
た
し
か
に
繁
く
べ
き
事
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
充
分
に
あ
り
そ
う
な
こ

と
、
信
じ
ら
れ
得
る
こ
と
で
あ
。
、
し
か
も
そ
れ
が
こ
の
小
説
を
二
層
興
味
深
く
し
て
い
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
)
こ
こ
で
我
々
は
、
従
来
の
叙
事
詩

や
ロ
マ
ン
ス
に
存
在
し
た
「
奇
異
」
t
h
e
M
a
r
邑
F
s
が
、
リ
ア
リ
ス
ト
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
に
ょ
つ
て
、
蓋
然
性
の
上
に
生
じ
る
「
驚
く
べ

き
こ
と
」
t
h
e
w
昌
d
e
r
E
二
h
e
s
u
r
p
r
i
s
i
n
g
に
置
き
代
え
ら
れ
て
い
る
事
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
彼
は
更
に
つ
づ
け
て
次
の
様
に
主
張
し

て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
立
派
な
作
者
は
、
蓋
然
性
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
、
彼
の
人
物
や
出
来
事
が
、
あ
ら
ゆ
る
通
り
や
あ
ら
ゆ
る
豪
で

患
こ
る
様
な
、
或
は
新
開
の
家
庭
欄
の
な
か
で
出
く
わ
す
様
な
、
陳
腐
、
平
凡
、
卑
俗
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
要
は
毛
頭
な
い
。
.
ま
た
彼
は

大
部
分
の
読
者
が
恐
ら
く
熟
知
し
て
い
な
い
入
物
や
事
物
を
示
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
わ
け
で
は
な
h
L
。
こ
う
し
て
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
合
理
的

な
精
神
に
し
っ
か
り
と
棟
を
張
り
つ
つ
、
し
か
も
卑
俗
な
日
常
茶
飯
的
現
実
を
越
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
彼
の
興
味
深
い
主
張
の
一
つ
に
四
巻
第
一
も
軍
で
述
べ
て
い
る
「
対
照
」
c
O
n
t
r
a
S
t
の
理
論
が
あ
る
。
被
に
ょ
れ
ば
「
対
照
」
と
は
「
す
べ
て

の
創
造
物
を
貰
き
、
自
然
と
人
工
車
間
わ
す
、
あ
ら
ゆ
る
美
の
観
念
を
作
り
出
す
の
に
あ
ず
か
っ
て
大
い
に
力
が
あ
る
も
の
」
な
の
で
あ
る
が
、
彼



は
、
「
す
べ
て
の
事
物
の
美
と
優
秀
さ
を
証
拠
立
て
る
も
の
は
そ
れ
の
反
対
物
に
他
な
ら
な
い
で
は
た
ら
ふ
了
と
主
張
し
、
昼
と
夜
、
夏
と
冬
、
之

等
は
対
照
に
ょ
つ
て
は
じ
め
て
そ
れ
ら
の
美
の
完
全
な
戟
念
が
生
じ
る
の
だ
と
す
る
。
こ
の
理
論
は
自
然
と
人
生
を
貫
く
弁
証
法
の
鋭
い
洞
察
か
ら

生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
譜
辞
家
の
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、
こ
の
法
則
を
熟
知
し
て
い
る
御
婦
人
方
は
、
い
つ
も
引
立
て
役
を
手
に
入
れ
様
と

す
る
ば
か
り
か
、
バ
ー
ノ
ス
温
泉
場
な
ど
で
は
わ
れ
と
わ
が
身
を
引
立
て
役
と
し
、
夜
の
自
分
の
美
し
さ
を
際
立
た
さ
せ
た
た
め
に
朝
は
出
来
る
だ
け

醜
く
見
せ
様
と
努
力
し
て
い
る
で
は
な
い
か
と
云
う
。
そ
し
て
彼
は
芸
術
家
は
す
べ
て
こ
の
対
照
の
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
事
を
の
べ
、
自
分
の
各

巻
の
序
章
も
物
語
を
引
立
た
せ
る
た
め
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
対
照
の
理
論
は
そ
う
い
っ
た
枝
葉
の
問
題
で
は
な
く
、
事
実
彼
の
作
品

に
階
級
や
人
物
の
対
照
の
工
夫
と
な
っ
て
深
く
遼
透
し
て
い
る
彼
の
す
ぐ
れ
た
芸
術
方
法
で
あ
る
ば
か
り
か
、
彼
の
現
実
認
識
の
基
本
的
方
法
で
さ

⑲

え
あ
っ
た
。

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
し
ば
し
ば
批
評
家
を
槍
玉
に
あ
げ
、
批
評
家
は
元
来
作
豪
の
「
書
記
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
に
、
現
代
で
は
「
立
法
者
」

と
な
り
、
「
真
理
や
自
然
に
何
等
基
礎
を
持
た
ぬ
、
天
才
を
拘
束
抑
制
す
る
の
に
し
か
役
立
た
ぬ
多
く
の
規
則
」
を
制
定
し
て
い
る
事
を
難
じ
(
五

登
竺
章
)
、
批
評
家
が
現
代
で
は
「
中
傷
者
」
に
他
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
を
非
難
し
て
い
る
が
(
二
巻
第
一
章
)
.
、
「
現
代
批
評
家
が
必
す
熟
読
す

べ
き
教
訓
」
と
題
す
る
十
巻
第
一
葦
の
批
評
家
に
対
す
る
三
つ
の
注
意
は
、
彼
の
小
説
謹
論
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
。

第
一
は
、
「
こ
の
歴
史
〔
小
説
〕
中
の
い
か
な
る
出
来
事
を
も
、
本
筋
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と
か
本
筋
に
無
関
係
だ
と
か
あ
ま
り
に
も
性
急
に
非
難

し
て
は
な
ら
ぬ
。
か
か
る
出
来
事
が
ど
ん
な
風
に
本
筋
に
役
立
つ
か
は
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
亀
の
だ
か
ら
」
と
い
う
注
意
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
悲
劇
の
場
合
と
同
様
叙
事
詩
に
も
、
単
一
な
る
行
動
、
そ
れ
も
、
そ
れ
自
身
完
全
な
る
全
き
も
の
で
あ
り
、
初
め
と
中
と
終
り
と
を
持
つ
行
動
の⑩

模
倣
を
要
求
し
、
各
部
分
が
密
接
に
関
連
さ
せ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
て
、
こ
の
点
を
も
叙
事
詩
と
歴
史
と
の
相
違
点
と
見
倣
し
た

が
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
長
篇
小
説
に
相
応
し
い
複
雑
な
筋
と
多
種
多
様
な
人
物
を
あ
や
つ
り
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は
か
か
る
筋
の
統
一
に
関
し

て
常
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
彼
の
作
品
は
初
め
と
中
と
終
り
に
整
然
と
分
た
れ
、
特
に
「
ト
ム
・
・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
」
に
お
い
て
は
、
一
見
本
筋
と
無
関
係

に
見
え
る
人
物
や
事
件
や
挿
話
も
何
等
か
の
形
で
物
語
の
中
心
的
な
筋
に
結
び
つ
く
か
、
或
は
彼
の
作
品
の
意
図
と
そ
れ
ら
が
何
等
か
の
関
係
を
有

ヘ
ン
ツ
ー
・
フ
ィ
ー
ー/
デ
ィ
ン
デ
の
小
説
理
論
に
つ
い
て
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し
て
い
る
か
ら
、
之
は
た
し
か
に
正
当
な
主
張
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
の
点
は
、
ロ
マ
ン
ス
は
勿
論
反
ロ
マ
ン
ス
的
な
悪
者
小
説
の
類
か
ら
も
、
ま

た
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
か
ら
さ
え
も
彼
の
作
品
を
鋭
く
区
別
し
て
い
る
特
徴
で
も
あ
っ
た
。
.
上
述
の
注
意
は
自
分
の
作
品
の
か
か
る
特
徴
を
充
分

意
識
し
て
の
言
葉
と
考
え
る
事
が
出
来
よ
う
。

次
に
彼
は
普
遍
と
特
殊
の
問
題
に
読
者
の
注
意
を
向
け
さ
せ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
1
歴
史
家
は
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
詩
人
は
あ
る

か
も
知
れ
ぬ
こ
と
を
語
る
。
歴
史
は
特
殊
を
、
詩
は
普
遍
を
措
く
。
普
遍
と
は
あ
る
性
格
の
人
が
蓋
然
も
し
く
は
必
然
に
ど
の
様
な
こ
と
堅
云
い
或

㊥

は
行
う
か
と
い
う
事
だ
。
詩
は
個
人
の
名
を
用
い
て
も
、
そ
の
狙
う
所
は
こ
の
普
遍
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
且
て
「
ジ
ョ

ウ
ゼ
フ
・
ア
ン
ド
ル
ー
ズ
」
の
第
三
巻
第
一
章
で
、
「
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
方
が
マ
リ
ア
t
ナ
(
「
ス
ペ
イ
ン
皮
」
を
書
い
た
ス
ペ
イ
ン
の
ヅ
ェ
メ
イ
ヅ

ト
派
の
僧
侶
に
し
て
歴
史
家
、
炭
の
上
総
O
r
-
の
N
S
の
作
よ
り
も
歴
史
の
名
に
価
す
る
。
後
者
は
特
定
の
時
代
、
特
定
の
国
だ
け
を
扱
っ
て
い
る
が
前

者
は
世
界
一
般
の
歴
史
で
あ
る
か
ら
だ
と
主
張
し
、
自
分
の
作
品
に
ふ
れ
て
、
自
分
は
「
諸
入
物
を
人
生
か
ら
採
っ
て
い
る
」
が
、
「
私
は
人
間
で

は
な
く
風
俗
習
慣
を
、
個
人
で
は
な
く
種
属
を
措
く
」
と
宣
言
し
た
。
こ
の
事
か
ら
彼
が
普
遍
を
狙
っ
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

そ
の
間
題
が
更
に
押
し
す
す
め
ら
れ
て
一
層
明
確
な
形
で
提
出
さ
れ
る
。
′
即
ち
彼
は
、
第
七
巻
と
第
九
巻
に
出
る
二
人
の
宿
屋
の
女
将
を
例
と
し
、

「
あ
ら
ゆ
る
職
業
商
売
艦
た
す
さ
わ
る
大
抵
の
個
人
々
カ
に
共
通
な
、
あ
る
特
徴
が
存
在
す
る
。
之
等
の
特
徴
を
維
持
し
っ
つ
、
し
か
も
同
時
に
個

人
個
人
の
行
動
に
変
化
を
も
た
せ
得
る
こ
と
は
、
す
ぐ
れ
た
作
家
の
才
能
の
一
つ
で
あ
る
。
史
に
、
同
じ
悪
あ
る
い
は
同
じ
愚
に
駆
ら
れ
た
二
人
の

人
間
の
微
妙
な
差
異
を
し
る
し
づ
け
る
こ
と
は
、
も
う
一
つ
の
才
輿
ど
あ
る
」
と
云
う
。
、
小
説
の
中
心
問
題
は
結
局
に
お
い
て
典
型
(
社
会
的
特
徴

と
個
人
的
特
徴
の
統
一
)
の
創
造
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
こ
の
典
型
の
問
題
や
、
性
格
の
個
別
化
の
問
題
に
注
意
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
と
云
え
な
い
だ

ろ
う
か
。
彼
の
言
葉
の
は
じ
め
の
部
分
の
例
と
し
て
、
ア
ダ
ム
ズ
師
と
ト
ラ
リ
バ
ー
師
が
、
オ
ー
ル
ワ
ー
ズ
と
ウ
ェ
ス
タ
ン
が
た
く
み
に
書
き
分
け

ら
れ
て
い
る
事
、
ま
た
彼
等
や
ト
ム
や
ソ
フ
ァ
イ
ア
な
ど
が
大
力
個
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
彼
等
の
属
す
る
階
層
の
一
般
的
特
徴
を
も
兼
ね
具
え
て

い
る
事
を
あ
げ
て
も
.
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
あ
と
の
部
分
の
例
と
し
て
、
例
え
ば
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
に
恋
を
し
か
け
る
ブ
ー
ビ
イ
夫
人
と
ス
リ
ッ
プ
ス
ロ
ッ

プ
、
或
は
ス
ク
ウ
ェ
ア
と
ス
ワ
ッ
カ
ム
な
ど
の
差
異
に
彼
が
充
分
の
考
慮
を
払
っ
て
い
る
事
を
あ
げ
得
る
。
之
等
の
言
葉
は
い
す
れ
に
し
て
も
彼
の



現
実
に
対
す
る
鋭
い
観
察
の
結
果
に
他
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
彼
は
、
「
あ
る
人
物
が
完
全
に
善
人
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
悪
人
よ
ば
わ
り
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
注
意
し
、
自
分
は
「
完
全
無

欠
の
模
本
の
様
な
人
物
」
に
出
合
っ
た
事
が
な
い
か
ら
そ
う
い
う
人
間
を
小
説
中
に
取
り
入
れ
な
い
の
だ
と
述
べ
て
、
現
存
し
な
い
「
天
使
の
様
に

完
全
無
欠
な
人
物
や
患
魔
の
様
に
邪
悪
な
人
間
」
を
創
作
の
中
に
入
れ
る
愚
を
笑
い
、
之
は
か
え
っ
て
教
化
の
上
に
も
協
に
立
た
ぬ
と
す
る
。
そ
し

て
あ
る
人
物
に
人
間
の
天
性
に
よ
る
一
寸
し
た
欠
点
が
あ
つ
て
も
、
充
分
な
善
良
さ
が
具
つ
て
い
れ
ば
、
我
々
の
同
情
を
引
き
こ
そ
す
れ
、
煉
悪
の

情
を
お
こ
さ
せ
る
事
は
な
い
し
、
か
え
っ
て
こ
う
い
う
人
間
の
短
所
欠
点
程
教
訓
的
効
果
を
も
つ
も
の
は
な
い
と
主
張
す
る
。
彼
は
ト
ム
は
勿
論
の

こ
と
ア
ダ
ム
ズ
師
を
も
ま
た
オ
ー
ル
ワ
ー
ズ
ィ
さ
え
を
も
完
全
な
人
間
と
し
て
は
描
か
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
が
た
し
か
に
か
え
っ
て
教
訓
的
効
果
を

も
強
め
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
こ
の
点
で
彼
は
、
詩
人
は
教
訓
を
与
え
る
た
め
に
理
想
化
さ
れ
た
人
間
性
を
描
く
と
考
え
た
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の

⑭

批
評
家
た
ち
ょ
り
も
、
古
代
叙
事
詩
の
主
人
公
は
完
全
な
人
間
で
は
な
か
つ
た
と
す
る
ル
・
ボ
ス
ユ
・
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ま
た
人
生
そ
の
も

の
の
額
寮
か
ら
か
か
る
主
張
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
人
生
は
舞
台
そ
っ
く
り
だ
。
同
じ
人
間
が
悪
党
や
英
姓
や
阿
呆
の
役
む
つ
と
め
る
の
だ
か
ら
」
(
七
巻
第
二
早
)
と
い
う
彼
の
言
葉
や
、
「
あ
る

宗
教
的
道
徳
的
作
家
の
一
派
が
、
美
徳
は
幸
福
へ
の
、
悪
徳
は
不
幸
へ
の
確
実
な
道
だ
と
教
え
、
る
が
之
は
真
実
で
は
な
い
」
(
十
五
巻
第
二
革
)
と
い

う
主
張
も
、
現
実
の
人
間
と
人
生
へ
の
彼
の
鋭
い
洞
察
か
ら
生
れ
る
意
見
だ
が
、
た
し
か
に
か
か
る
観
察
の
一
つ
一
つ
が
彼
の
創
作
方
法
に
迭
透
し
、

小
説
を
形
づ
く
つ
て
行
く
の
で
あ
る
。
小
説
の
創
造
は
そ
の
様
抵
に
お
い
て
現
実
の
認
識
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
最
後
に
我
々
は
、
彼
が
「
こ
の
様
な
歴
史
〔
小
説
〕
を
書
く
作
家
に
必
要
な
資
格
」
を
し
て
あ
げ
る
諸
条
件
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

彼
が
畢
す
あ
げ
る
の
は
「
天
斌
の
才
」
G
e
n
i
u
s
で
あ
る
が
、
之
は
彼
の
場
合
に
決
し
て
神
秘
的
な
も
の
で
は
な
く
極
め
て
合
理
的
な
性
質
を
持

つ
。
彼
の
云
う
「
天
賦
の
才
」
と
は
、
「
我
カ
の
手
の
と
ど
き
得
る
ま
た
知
り
得
る
す
べ
て
の
事
物
を
洞
察
し
、
そ
れ
ら
の
事
物
の
本
質
的
相
違
を

識
別
し
得
る
精
神
的
諸
能
力
」
即
ち
「
発
明
i
n
く
e
n
t
i
O
n
と
判
断
力
j
u
d
g
e
m
e
n
t
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
㌔
「
発
明
」
と
は
間
違
っ
て
一
般
に

創
造
能
力
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
ロ
マ
ン
ス
作
家
が
一
番
こ
の
能
力
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
る
事
に
な
る
。
し
か
し
「
発

ヘ
ン
ツ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
挽
浬
蹄
に
つ
い
て



八
〇

曾

明
」
と
は
「
発
見
」
d
i
s
c
O
く
e
r
y
,
O
r
ぎ
d
i
ロ
g
O
u
t
に
他
な
ら
ず
、
「
我
々
が
思
索
す
る
す
べ
て
の
対
象
の
本
質
へ
.
の
す
ば
や
い
、
賢
明
な
洞

察
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
「
之
は
常
に
判
断
力
と
併
在
す
る
」
。
と
い
う
の
は
、
「
二
つ
の
事
物
の
其
の
本
質
は
、
そ
れ
ら
の
相
違
を
識
別
す
る

こ
と
な
し
に
は
、
発
見
さ
れ
た
と
云
え
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
事
物
の
相
違
の
識
別
は
、
疑
い
も
な
く
↓
判
断
力
」
の
領
域
で
あ
る

(
九
巻
第
一
章
)
。
1
-
-
ノ
こ
う
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
述
べ
て
、
こ
の
「
天
散
の
才
」
を
作
家
が
「
自
然
の
迷
路
」
を
通
り
ぬ
け
る
手
び
き
と
考
え
、

之
に
よ
っ
て
作
家
は
「
俗
眼
に
映
じ
ぬ
す
べ
て
の
神
秘
」
を
見
↓
世
人
以
上
に
人
間
を
知
悉
す
る
」
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
(
十
三
巻
二
軍
)
。
合
理
主

貴
著
で
あ
り
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
こ
の
様
に
小
説
創
造
の
問
題
を
ま
す
し
っ
か
り
と
現
実
認
識
の
問
題
の
上
に
据
え
る
の
で

あ
る
。

⑯

次
に
彼
が
要
求
す
る
の
は
「
学
識
」
-
e
a
r
n
i
n
g
で
あ
受
彼
は
、
「
天
俄
の
才
」
を
自
然
が
我
々
に
与
え
て
く
れ
た
能
力
、
我
カ
の
職
業
の
道

具
だ
と
す
れ
ば
、
十
学
識
」
は
そ
の
道
具
を
使
え
る
様
に
し
、
そ
れ
を
使
う
際
の
指
針
と
な
り
、
ま
た
す
く
な
く
と
も
そ
の
道
具
が
働
き
か
け
る
材

料
の
一
部
を
与
え
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
歴
史
家
〔
小
説
家
〕
に
は
「
歴
史
と
文
学
に
つ
い
て
の
十
分
な
知
識
」
が
絶
対
に
必
要
で
あ
り
」

ホ
メ
ロ
ス
も
ミ
ル
ト
ン
も
「
彼
等
の
時
代
.
の
あ
ら
ゆ
る
学
識
の
大
家
で
あ
っ
た
」
と
す
る
(
九
巻
第
、
妄
)
。
そ
し
て
彼
は
、
釘
ら
ゆ
る
種
類
の
学
識

は
作
家
に
と
っ
て
無
用
で
あ
り
、
想
像
力
に
対
す
る
一
極
の
か
せ
に
他
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
「
現
代
批
評
家
」
の
意
見
を
斥
け
る
(
十
四
巻
第
一
撃
)
。

次
に
「
学
識
」
と
な
ら
ん
で
作
家
に
必
要
な
も
の
は
「
交
際
」
或
は
「
経
験
」
で
あ
る
。
之
に
ょ
つ
て
得
ら
れ
た
知
識
は
「
人
間
の
性
格
を
理
解

す
る
の
に
是
非
必
要
で
あ
る
」
。
と
い
う
の
は
、
「
人
間
性
が
作
家
に
よ
っ
て
い
か
に
精
妙
に
描
か
れ
て
い
よ
う
と
、
人
間
性
の
真
の
実
体
は
世
の
中

で
の
み
学
ば
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
」
と
彼
は
述
べ
、
農
夫
も
植
木
屋
も
庭
師
も
読
書
か
ら
得
た
初
歩
知
識
を
経
験
に
ょ
つ
て
完
全
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
と
し
、
作
家
が
「
自
然
を
写
さ
ず
、
書
物
を
写
す
」
場
合
に
は
、
そ
の
人
物
た
ち
は
「
模
写
の
模
写
」
と
な
り
、
原
物
の
如
実
さ
を
も
精
神
を

も
有
さ
ぬ
も
の
に
な
る
と
注
昔
す
る
(
九
登
竺
葦
)
。
彼
は
更
に
次
の
様
に
も
云
っ
て
い
る
。
「
ヴ
ァ
ン
ブ
ラ
と
コ
ン
グ
リ
ー
ブ
は
自
然
を
写
し
た
。

だ
が
彼
等
を
写
す
も
の
達
は
現
代
と
似
て
も
似
つ
か
ね
も
の
を
措
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
丁
度
ホ
ガ
ー
ス
が
テ
ィ
シ
ア
ン
や
ヴ
ァ
ン
グ
イ
ク
と
同

じ
衣
裳
で
社
交
の
会
や
夜
会
を
描
く
場
合
と
同
じ
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
こ
の
場
合
模
倣
は
役
に
立
た
な
い
。
自
然
そ
の
も
の
に
倣
っ
て
描
か



ね
ば
な
ら
単
。
世
間
に
つ
い
て
の
真
の
知
識
は
世
間
と
親
し
く
交
わ
る
こ
と
に
ょ
つ
て
の
み
得
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
階
級
の
風
習
を
知
る
た
め
に
は

目
で
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
十
四
番
空
車
)
U
こ
の
様
に
彼
は
現
実
も
実
際
的
な
経
験
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
を
強
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
彼

の
理
論
に
従
え
ば
、
上
流
社
会
と
下
層
社
会
の
両
者
を
対
比
し
て
始
め
て
夫
々
の
特
徴
が
つ
か
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
我
力
歴
史
家
〔
小
説
家
〕
の

こ
の
交
際
は
全
般
に
わ
た
る
も
の
・
即
ち
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
間
に
対
す
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
す
(
九
誉
竺
章
)
、
「
朝
の
謁
見
式
に
お
け

る
大
臣
か
ら
債
務
者
拘
留
所
の
執
達
史
に
至
る
ま
で
、
夜
会
の
公
爵
夫
人
か
ら
酒
場
の
女
将
に
至
る
ま
で
」
の
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
物
に
及
ば
ね

ば
な
ら
ぬ
」
と
強
調
す
る
(
十
一
一
這
第
一
章
)
。

最
後
に
彼
が
作
家
に
要
求
す
る
の
は
、
「
人
情
」
h
u
m
a
n
i
t
y
で
あ
っ
て
、
作
家
は
「
善
良
恋
心
」
を
も
ち
、
そ
し
て
「
感
じ
る
こ
と
」
が
出
来

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
悲
痛
な
場
面
も
滑
稽
な
場
面
も
描
か
れ
る
前
に
畢
ず
作
者
が
涙
を
流
し
、
珂
々
大
笑
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で

あ
る
(
九
空
車
及
び
十
三
巻
毒
)
。
之
は
小
説
創
造
の
基
盤
と
な
る
、
作
者
の
人
間
性
の
純
粋
さ
、
感
動
の
豊
か
さ
の
主
張
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ

う
○

以
上
の
資
格
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
自
身
が
誰
よ
り
も
豊
富
に
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
彼
の
小
説
は
た
し
か
に
之
ら
の
土
台
の
上
に
築
か
れ

先
の
で
あ
っ
た
。

註
①
り
チ
了
ド
ス
ン
も
㌣
チ
ャ
ー
ド
ス
ン
な
。
に
P
a
m
e
l
a
豊
冒
つ
つ
自
分
が
従
来
の
ロ
マ
ン
ス
や
ノ
ヴ
ェ
ル
と
は
類
を
異
に
す
る
ミ
a
n
e
W
S
p
e
C
i
e
s

O
f
w
r
i
【
i
n
g
。
を
創
造
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
い
た
の
は
興
味
探
い
。
(
A
u
s
t
i
n
D
。
b
s
e
こ
∽
a
m
u
e
H
R
i
c
h
a
r
d
s
O
n
-
C
h
a
p
・
H
H
に
引
用
の
彼
の
手
紙

を
見
ら
れ
た
い
)

㊥(り(∋⑨くり

M
a
r
g
a
r
e
t
T
h
O
r
n
b
G
r
y
-
O
p
.
C
i
t
.
-
p
・
N
P

ア
ツ
ス
ト
テ
レ
ス
「
萌
学
」
第
九
革
、
二
十
三
章
。

ホ
ラ
テ
ィ
ウ
ス
「
詩
論
」
一
九
一
行
。

射
ア
ロ
ー
「
詩
学
し
算
三
鷺
十
六
紆
(
一
九
三
-
二
〇
八
)
及
び
g
賀
g
胃
e
什
T
h
O
r
n
b
E
叫
;
p
・
C
i
t
・
-
p
L
h
F

ア
u
ス
ト
テ
レ
ス
「
詩
学
」
第
二
章
。

ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
小
説
理
論
に
つ
い
て

八
一



八
二

㊦

国

第

九

牽

。

㊥
、
㊥
国
第
十
五
章
。

⑩
之
に
つ
い
て
は
、
ぎ
芸
夢
宝
一
芸
風
評
・
戸
c
h
a
p
・
-
N
を
も
参
風
さ
れ
た
い
。

㊥
彼
の
作
品
で
は
諸
階
級
の
諸
人
物
が
夫
々
「
対
照
」
に
よ
っ
て
彼
等
の
階
級
的
特
徴
を
て
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
例
え
ば
同
じ
郷
土
で
も
オ
l

ル
ア
ー
メ
ィ
と
ウ
エ
ス
タ
ン
、
同
じ
牧
師
で
も
ア
ダ
ム
ズ
師
と
ト
ラ
ッ
パ
ー
師
、
或
は
ト
ム
と
プ
ラ
イ
フ
ィ
ル
な
ど
が
「
対
照
」
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
を
浮

き
上
ら
せ
合
っ
て
い
る
。
ま
た
之
が
彼
の
現
実
認
識
の
基
本
的
方
法
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
「
天
朕
の
才
」
「
経
験
」
に
つ
い
て
の
個
所
を
見

ら
れ
た
い
。

⑱
ア
ー
ス
ト
テ
レ
ス
「
詩
学
」
第
七
、
八
、
二
十
三
章
。

㊥
同
第
九
章
。
因
み
に
こ
の
主
嚢
は
す
ぐ
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
様
に
、
詩
人
は
実
隙
に
あ
っ
た
事
か
ら
㈲
色
し
て
ほ
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
措
く

事
件
が
可
髄
性
、
蓋
然
性
の
上
に
立
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
の
主
張
な
の
で
あ
る
。

㊥
M
a
r
g
a
r
e
t
T
h
O
r
n
b
u
r
y
.
O
p
・
C
i
t
・
-
p
p
・
巴
-
N
こ
由
㌫
L
u
切
・

⑩
、
⑯
M
.
T
h
O
r
n
b
u
r
y
に
よ
れ
ば
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
批
評
家
達
も
「
発
明
」
を
「
発
見
」
の
こ
と
と
考
え
、
ま
た
作
家
に
「
学
識
」
を
要
求
し
て
い
た
。

(
I
b
i
d
こ
p
p
.
-
∽
?
可
こ
u
e

四
、
結

以
上
私
は
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
が
ノ
ヴ
ェ
ル
な
る
新
し
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
創
始
者
の
一
人
と
し
て
、
自
分
の
小
説
を
ど
の
様
に
理
論
づ
け
た
か

を
見
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
小
説
理
論
は
勿
論
体
系
だ
つ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
小
説
秒
創
造
に
必
要
な
す
べ
て
の
問
題
に
ふ

れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
こ
こ
に
は
、
1
彼
の
言
葉
を
其
似
れ
ば
-
「
ミ
ュ
ー
ズ
の
女
神
を
今
ま
で
身
重
に
し
た
こ
と
の
な
い
読
者
」

に
と
っ
て
も
、
彼
女
を
身
重
に
す
る
事
を
任
と
す
る
作
家
に
と
っ
て
も
、
.
現
代
に
お
い
て
さ
え
猶
興
味
深
い
数
々
の
重
要
な
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
事
を
誰
も
否
定
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
小
説
理
論
は
十
八
世
紀
の
上
昇
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
階
級
の
精
神
を
反
映
す
る
溌
刺
た
る
リ
ア
リ
ズ
ム
理



諭
で
あ
っ
た
。
之
が
彼
の
小
説
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ホ
メ
ロ
ス
に
学
ん
だ
二
人
の
す
ぐ
れ
た
小
説
家
が
、
な
ぜ
一
人
は
十
八
世
紀
に
「
ト
ム

・
ジ
ョ
ウ
ン
ズ
」
を
書
き
、
な
ぜ
一
人
は
二
十
世
紀
に
「
ユ
リ
シ
ー
ズ
」
を
書
く
事
に
な
っ
た
か
の
秘
密
は
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
小
説

理
論
は
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
理
論
の
重
要
な
部
分
を
形
成
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
の
批
判
的
摂
取
は
将
来
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
発
展
の
貴
重
な

礎
と
な
る
だ
ろ
う
。
私
の
知
る
限
り
で
は
、
テ
ー
プ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス
が
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
主
張
す
る
「
小
説
家
に
必
要
な
資
格
」
を
「
新
し
い

の

リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
出
発
点
と
し
て
受
入
れ
て
い
る
が
、
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
残
し
た
す
ぐ
れ
た
小
説
理
論
の
遺
産
を
誰
が
受
け
継
ぐ
か
は
誠
に
興

味
温
い
問
題
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
ホ
メ
ロ
ス
の
叙
事
詩
や
各
国
各
時
代
の
叙
事
詩
批
評
家
か
ら
、
更
に
は
そ
の
他
様
カ
の
領
域
の
批
評
家
、
作
家
或
は
作
品

か
ら
多
く
の
も
の
を
学
び
、
之
を
鋭
い
現
実
の
観
察
に
ょ
つ
て
補
い
つ
つ
一
層
豊
か
に
深
化
発
展
さ
せ
、
彼
独
自
の
小
説
理
論
を
形
成
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
こ
北
彼
の
小
説
理
論
家
と
し
て
の
偉
大
さ
が
あ
・
り
、
ま
た
彼
が
叙
事
詩
理
論
の
す
ぐ
れ
た
継
承
者
で
あ
る
と
同
時
に
散
文
物
語
の
革
新
者

と
し
て
最
初
の
偉
大
な
ノ
ヴ
ェ
リ
ス
ト
の
一
人
と
な
っ
た
所
以
が
存
す
る
と
云
え
よ
う
。
(
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
の
研
究
・
そ
の
一
)

註
①
R
a
】
p
h
F
O
8
-
O
p
.
C
i
t
.
,
n
F
a
p
.
H
国
.

ヘ
ン
ツ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
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説
理
論
に
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い
て


