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野
田
高
梧
『
シ
ナ
リ
オ
構
造
論
』
解
読

渡
辺
千
明

　

野
田
高
梧
の
『
シ
ナ
リ
オ
構
造
論
』
の
初
版
は
、
昭
和
27
（
１
９
５
２
）
年
八
月
五
日
、
版

元
は
い
ま
は
既
に
な
い
宝
文
館
で
あ
る
。

　

こ
の
本
は
、
戦
後
の
ひ
と
こ
ろ
シ
ナ
リ
オ
志
望
者
に
と
っ
て
、
シ
ナ
リ
オ
の
理
論
書
と
し
て

“
バ
イ
ブ
ル
”
の
よ
う
な
本
と
言
わ
れ
、
巷
で
は
「
ノ
ダ
の
構
造
論
で
は
劇
的
シ
チ
ュ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
36
通
り
し
か
な
い
ら
し
い
」
と
か
「
×
×
君
は
構
造
論
を
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
る
ま
で
読

み
込
ん
だ
ら
し
い
」
と
か
尾
ひ
れ
が
つ
い
た
話
が
流
通
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
、
一
つ
に
は
も
ち
ろ
ん
“
構
造
論
”
が
説
得
的
な
書
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
大
き
い

が
、
も
う
一
つ
に
は
初
版
発
刊
か
ら
30
年
も
経
っ
た
当
時
も
シ
ナ
リ
オ
入
門
的
な
本
が
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
。

　

現
在
で
は
、
そ
の
種
の
本
が
、
内
外
の
ハ
ウ
ツ
ー
物
も
含
め
て
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ
て
い

る
が
、
多
く
の
少
な
く
と
も
日
本
の
本
が
野
田
の
本
を
引
用
し
て
お
り
、
な
に
よ
り
も
先
年

（
２
０
１
６
年
）
復
刻
版
が
出
て
今
年
重
版
に
な
っ
た
と
聞
く
し
（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
）
、

２
０
１
８
年
に
は
台
湾
語
版
、
翌
１
９
年
に
は
簡
体
中
国
語
版
が
出
て
、
野
田
の
本
は
出
版
後

七
十
年
に
し
て
ま
だ
読
者
を
獲
得
し
、
そ
の
上
に
じ
わ
じ
わ
と
国
際
的
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
の

で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
ど
の
本
に
も
共
通
し
て
帯
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
小
津
安
二
郎
の
名
前
で
あ
る
。

　

日
本
語
版
で
は
「
小
津
安
二
郎
監
督
の
代
表
作
を
担
い
、
日
本
映
画
の
黄
金
期
を
築
い
た
伝

説
的
脚
本
家
に
よ
る
シ
ナ
リ
オ
創
作
論
」

　

台
湾
語
版
で
は
「
與
名
導
演
小
津
安
二
郎　

聯
手
打
造
日
本
電
影
黄
金
盛
世
」

　

簡
体
中
国
語
版
で
は
「
小
津
御
用
編
剧
揭
晓
“
剧
本
料
理
之
道
”
」

と
い
っ
た
具
合
で
、
既
に
世
界
的
に
確
立
し
て
い
る
小
津
映
画
の
声
価
の
高
ま
り
に
比
例
し
て

「
野
田
高
梧
」
の
名
前
も
関
心
を
集
め
始
め
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
映
画
に
関
心
を

持
つ
人
間
と
し
て
ま
こ
と
に
正
当
な
方
向
だ
と
言
え
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
映
画
は
基
本
的
に
ま
ず
「
シ
ナ
リ
オ
」
と
い
う
形
で
計
画
さ

れ
、
そ
れ
が
「
製
作
現
場
」
で
肉
付
け
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
程
を
経
て
観
客
の
前
に
現
れ

る
、
つ
ま
り
映
画
の
す
べ
て
の
は
じ
ま
り
は
シ
ナ
リ
オ
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
が
「
映
画
」
と
い
う—

—

あ
る
種
の
人
々
に
と
っ
て
は
“
無
駄
”
で
し
か
な
い
？

―
し
か
し
絶
対
に
必
要
な
企
て
を
始
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
そ
こ
に
シ
ナ
リ
オ
と
い
う

労
苦
が
あ
る
の
で
あ
る
。
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野
田
は
、
文
字
通
り
『
シ
ナ
リ
オ
構
造
論
』
に
書
い
て
い
る
。

　
　

「
一
九
三
五
年
の
末
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
、
小
説
家
、
劇
作
家
、
映
画
の
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
、
映
画
監
督
、
シ
ナ
リ
オ
作
家
、
キ
ャ
メ
ラ
マ
ン
、
映
画
俳
優
、
等
々
、
多
く
の
人
々

に
向
か
っ
て
『
映
画
の
作
者auteur

は
誰
か
？
』
と
い
う
質
問
を
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
時
に
集
ま
っ
た
解
答
は
、
い
ず
れ
も
興
味
あ
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
要
す
る

に
そ
れ
ぞ
れ
の
解
答
者
が
い
ず
れ
も
自
分
の
属
す
る
部
門
を
こ
そ
最
も
重
要
な
も
の
だ
と
の

み
主
張
し
て
、
結
局
は
そ
れ
ら
の
解
答
か
ら
、
映
画
の
作
者
が
誰
で
あ
る
か
を
帰
納
す
る
こ

と
は
出
来
な
か
っ
た
。
そ
の
中
の
シ
ャ
ル
ル
・
ス
パ
ー
ク
の
解
答
と
い
う
の
を
次
に
引
用
し

て
み
よ
う
。
シ
ャ
ル
ル
・
ス
パ
ー
ク
が
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ナ
リ
オ
作
家
の
中
で
の
ベ
テ
ラ
ン
で

あ
る
こ
と
は
今
更
こ
こ
で
述
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

―
一
つ
の
映
画
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
私
は
そ
の
寄
与
の
四
〇
％
を
シ
ナ
リ
オ
作
家

に
、
三
五
％
を
俳
優
に
、
二
五
％
を
監
督
に
、
と
分
つ
べ
き
も
の
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
は

い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
ど
れ
も
が
五
〇
％
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

―
。

　

こ
の
ス
パ
ー
ク
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
の
与
え
方
の
適
否
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
議
論
も
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
、
ど
れ
も
が
五
〇
％
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
主
張
に
関
し
て
は
誰
し
も
抗

議
す
べ
き
論
拠
を
持
ち
得
ま
い
。
」
（
復
刻
版
・
Ｐ
．
43
＝
以
下
同
）

　　

野
田
は
こ
の
話
の
出
典
を
書
い
て
い
な
い
の
で
真
偽
を
確
か
め
よ
う
が
な
い
の
だ
が
、
こ
れ

は
い
か
に
も
“
あ
り
そ
う
な
話
”
に
思
え
る
。

　

「
集
団
創
作
」
を
通
常
の
手
法
と
す
る
劇
映
画
に
お
い
て
、
そ
の
作
品
の
真
の
「
作
者
」
を

も
し
決
め
よ
う
と
す
る
と
こ
れ
は
や
や
こ
し
い
こ
と
に
な
る
。

　

「
作
者
」
を
い
ま
仮
に
「
著
作
権
者
」
と
同
じ
と
み
な
せ
ば
、
現
状
、
映
画
の
著
作
権
が
法

的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
原
作
者
を
除
い
て
は
脚
本
家
だ
け
で
あ
り
、
監
督
は
「
著
作
者

隣
接
権
」
の
所
有
者
と
い
う
き
わ
め
て
曖
昧
な
位
置
付
け
で
あ
り
、
そ
の
他
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー

や
キ
ャ
メ
ラ
マ
ン
等
々
は
な
ん
ら
の
権
利
も
な
い
。

　

ま
し
て
、
い
ま
多
く
の
映
画
が
成
立
す
る
と
き
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
と
言
っ
て
も
よ

い
「
主
演
俳
優
」
は
例
外
的
な
俳
優
を
除
い
て
作
品
の
著
作
権
を
主
張
す
る
こ
と
は
出
来
な

い
。

　

こ
こ
に
は
大
き
な
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
が
、
し
か
し
い
ま
そ
れ
に
は
深
入
り
せ
ず
、

シ
ャ
ル
ル
・
ス
パ
ー
ク
、
も
し
く
は
野
田
高
梧
の
問
題
意
識
に
戻
ろ
う
。

　

一
本
の
映
画
が
成
功
す
る
た
め
の
寄
与
の
四
十
％
が
シ
ナ
リ
オ
作
家
に
あ
る
と
す
る
ス
パ
ー

ク
に
対
し
て
、
野
田
は
“
そ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
の
与
え
方
の
適
否
に
つ
い
て
は
議
論
も
あ
ろ

う
が
”
し
か
し
、
ど
れ
も
が
五
〇
％
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
主
張
に
関
し
て
は
誰
し
も
抗
議
す



3

べ
き
論
拠
を
持
ち
得
ま
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
映
画
製
作
の
「
寄
与
」
に
お
い
て
、
ど
の
パ
ー
ト
も
過
半
数
以
上

の
絶
対
多
数
を
占
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
そ
の
集
団
性
の
中
で
、
し
か
し
一
義
的
に
は

「
シ
ナ
リ
オ
」
の
寄
与
が
最
大
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
野
田
の
、
謙
虚
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
確
固
と
し
た
自
信
に
裏
づ
け
ら
れ
た
脚
本
家

と
し
て
の
基
本
的
な
立
場
が
あ
っ
た
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇

　　

『
シ
ナ
リ
オ
構
造
論
』
（
以
下
『
構
造
論
』
）
の
初
版
は
先
に
も
書
い
た
よ
う
に
昭
和
27
年

だ
が
、
こ
れ
は
そ
の
前
、
昭
和
21
年
六
月
に
創
刊
さ
れ
た
、
月
刊
『
シ
ナ
リ
オ
』
に
連
載
さ
れ

た
「
シ
ナ
リ
オ
方
法
論
」
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
間
の
い
き
さ
つ
を
野
田
は
「
あ
と
が
き
」
に
書
い
て
い
る
の
で
、
少
し
長
い
が
、
こ
れ

も
こ
こ
に
引
用
し
よ
う
。

　

　

た
し
か
終
戦
の
翌
年
だ
っ
た
と
思
う
。
な
ん
で
も
大
へ
ん
寒
い
日
で
あ
っ
た
こ
と
覚
え

て
い
る
。
僕
は
小
川
記
正
君
に
招
か
れ
て
芝
浦
の
あ
る
家
へ
い
っ
た
。

　

小
川
君
と
僕
と
は
、
む
か
し
撮
影
所
が
蒲
田
に
あ
っ
た
こ
ろ
か
ら
の
古
い
仲
間
だ
し
、

席
上
に
は
三
村
伸
太
郎
君
や
八
木
保
太
郎
君
の
顔
も
見
え
、
ほ
か
に
八
住
利
雄
君
や
小
国

英
雄
君
な
ど
も
来
る
は
ず
だ
と
い
う
話
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
の
小
川
君
の
相
談
と
い
う
の
は
、
戦
争
で
荒
さ
れ
た
日
本
の
映
画
界
を
た
て
な

お
す
運
動
の
一
つ
と
し
て
、
シ
ナ
リ
オ
専
門
の
雑
誌
を
出
し
、
そ
れ
を
一
つ
の
連
絡
機
関

と
し
て
シ
ナ
リ
オ
作
家
全
体
の
交
流
を
図
る
よ
う
に
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
。
（
略
）

　

そ
ん
な
わ
け
で
そ
の
年
の
六
月
だ
っ
た
か
に
、
初
め
て
『
シ
ナ
リ
オ
』
と
い
う
雑
誌
が

出
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
時
分
、
僕
は
ひ
ど
い
胃
潰
瘍
で
、
こ
の
ま
ま
だ
と
三

年
目
ぐ
ら
い
に
は
癌
に
な
り
ま
す
よ
な
ど
と
脅
か
さ
れ
、
本
業
の
シ
ナ
リ
オ
の
仕
事
も
出

来
ず
、
一
方
、
小
川
君
か
ら
の
強
引
な
懇
請
も
あ
っ
て
、
半
分
は
毎
日
の
退
屈
し
の
ぎ

に
、
シ
ナ
リ
オ
随
想
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
そ
の
雑
誌
に
連
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
略
）
（
343
）

　

こ
こ
に
出
る
小
川
記
正
と
は
、
松
竹
蒲
田
や
東
映
、
東
宝
で
多
く
の
シ
ナ
リ
オ
を
手
掛
け
た

脚
本
家
で
、
戦
後
『
シ
ナ
リ
オ
』
誌
を
創
刊
し
た
人
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
野
田
が

「
退
屈
し
の
ぎ
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
額
面
通
り
に
は
受
け
取
れ
な
い
。

　

野
田
は
、
そ
の
前
、
戦
時
中
に
早
稲
田
大
学
の
演
劇
科
に
不
定
期
で
は
あ
っ
た
が
出
講
し
、
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戦
後
は
日
本
大
学
映
画
学
科
の
教
授
と
し
て
学
生
に
シ
ナ
リ
オ
を
講
じ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
連

載
開
始
時
点
で
の
野
田
は
、
む
ろ
ん
ま
だ
小
津
と
の
「
再
会
」
は
果
た
し
て
い
な
い
し
、
当
時

「
松
竹
脚
本
部
長
」
の
重
職
に
あ
っ
た
と
は
い
え
、
こ
の
時
点
で
は
戦
前
に
『
愛
染
か
つ
ら
』

な
ど
の
爆
発
的
な
ヒ
ッ
ト
を
出
し
た
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
の
大
家
、
も
し
く
は
安
心
で
き
る
ヒ
ッ

ト
メ
ー
カ
ー
と
い
う
位
置
取
り
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
野
田
は
、
早
稲
田

や
日
大
で
教
え
つ
つ
、
い
わ
ば
シ
ナ
リ
オ
初
心
者
に
も
理
解
可
能
な
言
葉
で
シ
ナ
リ
オ
を
原
理

的
に
考
え
直
し
、
戦
後
と
い
う
新
し
い
時
代
に
向
き
合
っ
て
、
内
容
・
作
法
と
も
シ
ナ
リ
オ
は

「
か
く
あ
る
べ
し
」
と
い
う
理
想
を
書
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

連
載
開
始
時
、
野
田
は
五
十
二
才
、
眼
の
前
に
開
け
た
新
時
代
を
睨
み
な
が
ら
、
自
分
の
仕

事
は
こ
れ
か
ら
だ
、
こ
れ
か
ら
ほ
ん
と
う
の
自
分
の
仕
事
が
始
ま
る
の
だ
と
い
う
静
か
な
興
奮

の
中
で
、
自
分
の
た
め
の
道
標
と
し
て
こ
れ
を
書
き
始
め
た
の
で
は
な
い
か
？

　

そ
し
て
、
事
実
、
そ
の
後
い
く
つ
か
の
作
品
で
、
そ
れ
を
見
事
に
実
行
し
て
し
ま
う
の
だ

が
、
先
を
急
が
ず
、
ま
ず
は
『
構
造
論
』
を
見
よ
う
。

　

『
構
造
論
』
の
目
次
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

序
説　

　
　
　
　
　

映
画
の
発
生

　
　
　
　
　

映
画
の
文
法

　
　
　
　
　

独
創
性
の
基
礎

　
　
　
　

概
論

　
　
　
　
　

映
画
と
は

　
　
　
　
　

映
画
美
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

文
学
性
に
つ
い
て　

　
　
　
　
　

大
衆
性
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

倫
理
性
に
つ
い
て

　
　
　
　

基
本
Ⅰ

　
　
　
　
　

虚
構
の
真
実

　
　
　
　
　

事
実
の
整
理

　
　
　
　
　

映
画
の
特
性
（
Ａ
）

　
　
　
　
　

映
画
の
特
性
（
Ｂ
）

　
　
　
　
　

映
画
の
特
性
（
Ｃ
）



5

　
　
　
　

基
本
Ⅱ

　
　
　
　
　

シ
ナ
リ
オ
の
位
置

　
　
　
　
　

シ
ナ
リ
オ
の
技
法

　
　
　
　
　

文
章
に
つ
い
て

　
　
　
　
　

時
制
の
問
題

　
　
　
　
　

長
さ
の
問
題

　
　
　
　

構
成

　
　
　
　
　

題
材

　
　
　
　
　

テ
ー
マ
（
主
題
）

　
　
　
　
　

ス
ト
ー
リ
ー
（
筋
）

　
　
　
　
　

プ
ロ
ッ
ト
（
は
こ
び
）

　
　
　
　
　

コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
（
構
成
）

　
　
　
　

局
面

　
　
　
　
　

劇
的
局
面
の
発
生

　
　
　
　
　

劇
的
構
成
の
原
則

　
　
　
　
　

発
端

　
　
　
　
　

フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ー
ン

　
　
　
　
　

葛
藤

　
　
　
　
　

危
機

　
　
　
　
　

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

　
　
　
　
　

結
末
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結
論

　

こ
う
し
て
目
次
を
概
観
す
る
だ
け
で
、
野
田
の
意
図
が
「
退
屈
し
の
ぎ
の
随
想
」
と
い
っ
た

も
の
で
は
な
く
、
シ
ナ
リ
オ
、
も
し
く
は
「
劇
」
と
い
う
も
の
を
体
系
的
に
論
じ
よ
う
と
し
た

こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
野
田
の
意
図
に
つ
い
て
は
、
前
記
小
川
帰
正
の
慫
慂
が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
だ
ろ

う
が
、
野
田
も
あ
と
が
き
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
当
時
松
竹
の
大
船
撮
影
所
長
で
、
の
ち
に
松

竹
の
社
長
に
な
っ
た
城
戸
四
郎
の
存
在
も
大
き
い
。

　

蒲
田
時
代
か
ら
の
“
盟
友
”
と
言
っ
て
い
い
城
戸
は
、
野
田
の
顔
を
見
る
た
び
に
野
田
に
シ

ナ
リ
オ
の
入
門
書
を
書
け
と
促
し
、
野
田
は
「
そ
の
う
ち
そ
の
う
ち
」
と
答
え
て
い
た
が
、
そ

の
「
そ
の
う
ち
」
が
、
戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
よ
う
や
く
来
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

野
田
は
書
い
て
い
る
。

　
　

そ
ん
な
わ
け
で
、
僕
が
こ
ん
な
も
の
を
書
く
こ
と
に
な
っ
た
因
は
と
い
え
ば
、
僕
自
身
の

胃
潰
瘍
と
小
川
君
の
強
引
さ
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
直
接
に
僕
の
気
持
ち
が
動

か
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
前
か
ら
何
か
に
つ
け
て
し
き
り
に
僕
に
そ
れ
を
す
す
め
て
い
て
く
だ

さ
っ
た
城
戸
さ
ん
の
鞭
撻
に
よ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
蒲
田
か
ら
大
船
へ
と
二
つ
の
時
期

に
ま
た
が
っ
て
の
撮
影
所
長
だ
っ
た
城
戸
さ
ん
は
、
所
長
で
あ
る
と
同
時
に
、
常
に
僕
た
ち
に

映
画
論
や
脚
本
論
を
吹
き
か
け
て
く
る
頑
強
な
議
論
相
手
で
も
あ
っ
た
。
い
ま
も
っ
て
そ
う
で

あ
る
。
（
略
）
（
344
）

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇

　

以
下
こ
の
「
解
読
」
は
本
文
に
忠
実
に
沿
い
な
が
ら
、
し
か
し
先
人
の
作
品
の
引
用
が
多
く

曲
折
す
る
こ
と
の
多
い
野
田
の
文
章
を
整
理
し
、
現
代
の
学
生
に
理
解
し
や
す
く
す
る
こ
と
を

目
指
す
。

　

も
と
よ
り
そ
れ
は
野
田
の
文
章
の
引
用
に
あ
ふ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
重
ね
れ
ば
重
ね

る
ほ
ど
“
抽
象
度
”
増
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。

　

シ
ナ
リ
オ
の
実
作
に
お
い
て
“
抽
象
”
と
”
具
体
”
の
両
方
が
必
要
な
こ
と
は
、
こ
の
文
章

の
最
後
に
書
く
。

　　

序
説
で
ま
ず
野
田
は
、
エ
ジ
ソ
ン
、
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
メ
リ
エ
ス
の
時

代
か
ら
始
ま
る
「
動
く
写
真
」
の
歴
史
を
説
き
起
こ
し
、
そ
の
断
片
的
な
「
動
く
画
面
」
が

「
人
為
的
に
配
列
さ
れ
た
場
面
群
」
に
な
る
と
き
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
「
ま
と
ま
っ
た
観
念
」

の
表
出
、
つ
ま
り
「
映
画
」
に
な
っ
て
い
く
と
説
く
。
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「
し
か
し
、
そ
れ
が
真
に
旺
盛
な
成
長
力
を
示
す
に
至
っ
た
の
は
む
し
ろ
、
映
画
が
そ
の
見

世
物
的
な
位
置
か
ら
抜
け
出
し
て
、
次
第
に
芸
術
的
存
在
と
し
て
の
方
向
を
た
ど
り
は
じ
め
た

こ
ろ
か
ら
で
あ
っ
た
と
い
え
る
」
（
20
）
。

　

そ
し
て
、
野
田
は
、
い
く
つ
か
の
シ
ナ
リ
オ
を
読
み
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「
そ
こ
に
は
、
主

題
の
扱
い
方
や
ス
ト
ー
リ
ー
の
運
び
方
、
一
節
一
節
の
切
り
方
や
場
面
転
換
の
方
法
、
人
物
の

組
み
合
わ
せ
や
会
話
の
緩
急
、
さ
て
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
の
盛
り
あ
げ
方
や
ラ
ス
ト
シ
ー
ン

の
結
び
方
等
々
に
、
一
定
の
法
則
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
な
ん
と
な
く
共
通
し
た
約
束
の
よ
う

な
も
の
が
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
よ
う
」
（
31
）
。

　

「
そ
の
約
束
の
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
こ
そ
、
さ
き
に
挙
げ
た
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
以
来
、
メ
リ
エ

ス
以
来
、
更
に
は
ポ
ー
タ
ー
以
来
、
現
在
ま
で
の
作
家
た
ち
が
映
画
の
表
現
能
力
を
探
求
し
つ

つ
、
創
案
し
、
失
敗
し
、
修
正
し
、
そ
し
て
幾
多
の
苦
い
経
験
の
上
に
ど
う
に
か
今
日
ま
で
に

築
き
あ
げ
て
来
た
、
公
約
数
的
な
、
い
わ
ば
シ
ナ
リ
オ
の
文
法
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で
、
別

の
名
で
呼
べ
ば
そ
れ
が
シ
ナ
リ
オ
の
技
術
な
の
で
あ
る
」
（
31
）
と
説
く
。

　

も
っ
と
も
野
田
は
周
到
に
も
、
「
文
法
」
「
作
法
」
と
い
う
言
い
方
に
よ
っ
て
呼
び
込
み
か

ね
な
い
硬
直
化
を
退
け
て
い
る
。

　

「
（
略
）
そ
れ
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
決
し
て
『
か
く
あ
る
べ
し
』
と
い
う
よ
う
に

固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
て
き
ょ
う
今
こ
の
瞬
間
に
お
い
て
さ
え
、
ど
こ
か
で
よ
り
以
上
に
新

し
い
創
案
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
（
略
）
従
っ
て
、
私
が

こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
、
決
し
て
シ
ナ
リ
オ
の
作
法
で
は
な
く
、
も
し

し
い
て
作
法
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
『
作
法
の
よ
う
な
も
の
』
た
る
に
過

ぎ
な
い
。

　

と
は
い
う
も
の
の
、
し
か
し
、
私
は
決
し
て
既
成
の
技
術
や
文
法
を
軽
く
み
る
も
の
で
は
な

い
」
（
34
）

　

そ
し
て
野
田
は
、
一
見
簡
単
に
見
え
る
「
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
」
と
い
う
行
為
に
決
定
的
に
必

要
な
の
は
「
シ
ナ
リ
オ
的
感
覚
」
が
あ
る
か
ど
う
か
だ
と
言
う
。

　

「
男
の
煩
悶
と
い
え
ば
す
ぐ
に
酒
を
呑
む
場
面
を
思
い
浮
か
べ
、
夜
更
け
と
い
え
ば
す
ぐ
に

犬
の
遠
吠
え
を
空
想
す
る
よ
う
な
」
（
37
）
陳
腐
な
感セ

ン
ス覚
な
ら
持
ち
合
わ
せ
な
い
ほ
う
が
ま
し

だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

「
『
シ
ナ
リ
オ
的
感
覚
』
と
い
う
も
の
は
、
シ
ナ
リ
オ
を
構
成
す
る
文
字
と
文
字
と
の
間
、

行
と
行
と
の
間
、
節
と
節
の
間
に
、
溌
溂
と
し
て
躍
動
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
な
く
し
て
真
の

シ
ナ
リ
オ
は
書
け
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
感
覚
が
枯
渇
し
た
が
最
後
、
そ
の
作
家
は
そ
れ
っ

き
り
一
つ
と
こ
ろ
に
膠
着
し
て
し
ま
う
も
の
だ
と
言
っ
て
い
い
」
（
38
）
。

　

そ
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
上
の
仕
事
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
シ
ナ
リ
オ
も
ま
た
独
創
を

も
っ
て
第
一
と
す
る
」
と
断
言
し
、
「
真
の
独
創
」
に
到
る
道
と
し
て
、
尾
形
光
琳
や
ピ
カ

ソ
、
マ
チ
ス
な
ど
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
彼
ら
の
独
創
に
満
ち
た
作
品
も
、
そ
こ
至
る
徹
底
し
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た
基
礎
的
な
修
練
こ
そ
が
重
要
だ
っ
た
の
で
、
シ
ナ
リ
オ
に
お
け
る
そ
れ
も
同
じ
こ
と
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。

　　

以
上
の
「
序
説
」
を
経
て
、
野
田
は
「
概
論
」
で
「
シ
ナ
リ
オ
を
書
こ
う
と
す
る
人
々
が
何

よ
り
も
先
に
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
」
（
43
）
と
し
て
、
「
映
画
と
は
」
を
語

り
、
続
い
て
「
映
画
美
に
つ
い
て
」
「
文
学
性
に
つ
い
て
」
「
大
衆
性
に
つ
い
て
」
「
倫
理
性

に
つ
い
て
」
と
筆
を
進
め
る
。

　

野
田
は
「
映
画
と
は
投
影
さ
れ
る
『
動
く
影
』
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」
（
45
）
「
従
っ

て
、
映
画
は
一
定
の
形
を
備
え
た
実
在
で
は
な
く
、
そ
れ
が
投
影
さ
れ
る
時
に
お
い
て
の
み
現

れ
る
光
と
影
と
の
流
動
か
ら
生
ま
れ
る
時
間
的
並
び
に
空
間
的
な
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ

そ
、
ま
た
、
そ
れ
が
一
般
的
に
感
覚
的
な
存
在
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
」
（
45
）
と
い
う
。

　

従
っ
て
「
映
画
美
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
映
画
が
美
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
が
内
包
す
る
真
と
か
実
と
か
い
う
も
の
が
形
態
的
に
も
充
分
に
感
覚
化
さ
れ
、
同
時

に
感
覚
的
な
も
の
も
ま
た
充
分
に
精
神
化
さ
れ
て
、
そ
こ
に
内
容
と
形
態
と
の
完
全
な
一
致
融

合
が
あ
り
、
そ
の
一
致
融
合
の
間
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
美
し
さ
、
そ
の
場
合
の
美
し
さ
こ
そ
が

映
画
と
し
て
の
本
当
の
美
し
さ
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
47
）
。

　

そ
し
て
野
田
は
、
こ
の
項
で
初
め
て
「
構
造
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
「
映
画
美
」
を
語

ろ
う
と
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
谷
崎
潤
一
郎
の
「
お
よ
そ
文
学
に
お
い
て
構
造
的
美
観
を
最
も
多
量
に

も
ち
得
る
も
の
は
小
説
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
て
、
そ
の
言
葉
の
中
の
「
小
説
」
を

「
映
画
」
に
置
き
か
え
て
み
た
と
い
う
こ
と
で
「
構
造
」
そ
の
も
の
に
掘
り
下
げ
た
言
及
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
『
シ
ナ
リ
オ
構
造
論
』
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
当
初
は
「
月
刊
シ
ナ
リ
オ
」
に

『
シ
ナ
リ
オ
方
法
論
』
と
題
し
て
連
載
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
当
時
「
シ
ナ
リ
オ
を
方ゝ
法ゝ
で
書
か

れ
て
は
や
り
切
れ
な
い
」
（
傍
点
引
用
者
）
と
い
う
揶
揄
的
な
批
評
が
あ
っ
た
と
か
で
、
出
版

時
に
こ
の
題
名
に
し
た
と
野
田
は
「
あ
と
が
き
」
に
書
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
野
田
が
「
構

造
」
と
い
う
言
葉
を
選
ん
だ
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。

　

谷
崎
の
「
構
造
的
美
観
」
と
い
う
言
葉
は
と
も
か
く
と
し
て
、
野
田
が
シ
ナ
リ
オ
の
文
脈
で

「
構
造
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
そ
れ
は
「
平
面
」
よ
り
も
「
三
次
元
」
の
立
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
は
ら
む
。

　

三
次
元
の
Ｘ
、
Ｙ
、
Ｚ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軸
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
時
間
」
「
空
間
」
そ
し
て
「
人

物
」
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
シ
ナ
リ
オ
の
、
と
い
っ
て
言
い
過
ぎ
な
ら
ば
、
そ
れ
ま
で

の
多
く
の
シ
ナ
リ
オ
の
「
平
面
性
」
か
ら
脱
皮
し
た
野
田
の
「
方
法
論
」
が
見
え
て
く
る
か
も

し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
構
造
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
の
主
題
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
る
の
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で
、
後
に
回
し
て
お
こ
う
。

　

野
田
は
続
い
て
、
「
文
学
性
に
つ
い
て
」
「
大
衆
性
に
つ
い
て
」
「
倫
理
性
に
つ
い
て
」
と

稿
を
進
め
「
概
論
」
を
締
め
く
く
る
。

　　

文
学
性
に
つ
い
て
。

　

「
た
と
え
ば
『
彼
は
よ
ろ
め
い
た
。
彼
は
空
腹
だ
っ
た
の
で
あ
る
』
と
い
う
文
章
が
あ
っ
た

と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
文
学
的
な
表
現
で
あ
っ
て
、
決
し
て
シ
ナ
リ
オ
的
な
表
現
で
は
な

い
。
シ
ナ
リ
オ
の
場
合
は
『
空
腹
だ
っ
た
』
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
直
接
、
画
面
と
し
て
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
レ
ス
ト
ラ
ン
の
入
口
の
飾
り
棚
に
い
ろ
ん
な
料

理
の
見
本
が
並
べ
て
あ
る
。
彼
は
ふ
ら
ふ
ら
と
そ
こ
に
近
づ
く
。
出
て
き
た
客
が
じ
ろ
り
と
彼

を
見
て
ゆ
く
。
彼
は
飾
り
棚
の
料
理
を
じ
っ
と
見
て
思
わ
ず
ゴ
ク
リ
と
唾
を
の
む
』
と
で
も
い

う
よ
う
に
、
い
や
、
勿
論
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
拙
劣
な
表
現
だ
が
…
…
」
（
55
）
と
い
う
ふ
う

に
、
シ
ナ
リ
オ
は
あ
く
ま
で
「
客
観
的
」
に
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
。

ち
な
み
に
言
え
ば
、
引
用
文
で
「
勿
論
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
拙
劣
な
表
現
だ
が
」
と
書
く
野
田

は
、
野
田
の
「
ふ
と
こ
ろ
の
大
き
さ
」
を
感
じ
さ
せ
、
し
ば
し
ば
出
て
く
る
そ
う
い
う
言
い
方

に
、
読
む
方
は
だ
ん
だ
ん
捕
ま
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

「
シ
ナ
リ
オ
が
『
文
学
』
の
範
疇
に
入
る
べ
き
か
『
映
画
』
の
部
門
に
属
す
べ
き
か
は
、

も
っ
ぱ
ら
作
品
そ
の
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
」
（
55
）
、
単
に

文
字
と
し
て
発
表
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
軽
々
に
「
文
学
で
ご
ざ
い
」
と
断
じ

得
ら
れ
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
野
田
は
い
う
。

　　

大
衆
性
に
つ
い
て
。

　

野
田
は
伊
丹
万
作
の
言
葉
を
引
い
て
「
本
当
に
良
い
映
画
を
形
成
す
る
基
礎
的
な
条
件
は
、

ま
ず
良
く
判
る
こ
と
、
次
に
面
白
い
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
」
（
58
）
と
記
し
、
「
映
画
そ
の
も

の
の
向
上
と
い
う
面
か
ら
こ
れ
を
見
て
も
、
い
た
ず
ら
に
作
家
の
み
が
ひ
と
り
高
き
に
あ
っ

て
、
い
か
に
声
を
大
き
く
し
て
叫
ぼ
う
と
も
、
大
衆
が
そ
れ
に
つ
い
て
来
な
い
限
り
、
映
画
は

決
し
て
進
み
は
し
な
い
。
映
画
と
大
衆
が
一
つ
に
な
っ
て
、
た
と
え
ば
三
角
形
の
底
辺
が
、
そ

の
頂
点
に
向
か
っ
て
引
き
上
げ
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
、
漸
進
的
に
向
上
し
て
ゆ
く
べ
き
性
質
の

も
の
で
あ
る
」
（
60
）
「
大
衆
と
は
決
し
て
自
分
を
別
に
し
た
も
の
で
は
な
い
」
（
57
）
と
い

う
。

　　

倫
理
性
に
つ
い
て
。

　

野
田
が
「
終
戦
直
後
、
接
吻
映
画
や
裸
体
映
画
が
し
ば
し
ば
問
題
の
俎
上
に
あ
げ
ら
れ
た
」

云
々
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
と
現
代
で
は
「
倫
理
」
の
基
準
が
違
っ
て
い
る
と
し
か
言

い
よ
う
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
野
田
は
「
不
健
康
、
不
道
徳
な
題
材
が
作
家
の
健
全
な
倫
理
観
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に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
も
し
、
健
康
に
も
な
り
、
更
に
は
あ
る
点
ま
で
の
倫
理
的
な
高
さ
を
も
示

し
得
て
い
る
実
例
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
ギ
ャ
ン
グ
映
画
な
ど
の
場
合
に
お
い
て
特
に

い
く
つ
か
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
」
（
67
）
と
、
映
画
の
倫
理
性
は
ひ
と
え
に
「
作
家
の
倫
理

観
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
書
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
し
て
野
田
は
、
以
後
「
基
本
Ⅰ
」
か
ら
シ
ナ
リ
オ
の
具
体
に
入
る
。

　

「
虚
構
の
真
実
」
「
事
実
の
整
理
」
と
項
目
化
さ
れ
た
こ
の
章
で
、
最
初
に
引
か
れ
る
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
、
“
実
写
フ
ィ
ル
ム
”
の
迫
真
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

野
田
は
戦
時
中
に
一
時
流
行
し
た
と
い
う
「
つ
く
ら
れ
た
劇
映
画
は
実
写
フ
ィ
ル
ム
の
迫
力

に
及
ば
な
い
」
と
い
う
説
を
引
い
て
そ
れ
を
否
定
す
る
。

　

「
私
た
ち
が
あ
る
『
事
実
』
な
り
『
事
件
』
な
り
に
接
し
て
、
単
な
る
好
奇
心
の
満
足
以
外

に
何
か
特
に
深
い
感
動
を
受
け
る
と
い
う
場
合
は
、
そ
の
『
事
実
』
『
事
件
』
と
い
う
ナ
マ
の

素
材
の
中
か
ら
、
私
た
ち
自
身
、
不し

ら
ず知
不し
ら
ず識
の
間
に
『
真
実
』
を
ひ
き
出
し
て
、
そ
の
『
真

実
』
に
感
動
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ス
映
画
や
記
録
映
画
が
私
た
ち
の
胸
を
打
つ
ゆ

え
ん
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
の
だ
と
い
っ
て
い
い
」
（
71
）
。

　

「
厳
密
に
区
別
す
れ
ば
、
『
事
実
』
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
単
な
る
日
常
経
験
の
範
囲
を
出

な
い
一
時
的
な
現
象
で
あ
り
、
普
遍
性
も
な
く
、
従
っ
て
形
而
下
的
な
経
験
た
る
に
す
ぎ
な
い

も
の
で
あ
る
が
、
『
真
実
』
は
普
遍
的
で
あ
り
、
現
実
の
圏
内
を
越
え
た
形
而
上
の
真
理
に
世

界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
略
）
『
事
実
』
の
持
つ
迫
力
は
そ
れ
が
現
実
の
出
来
事
で
あ
る

と
い
う
特
殊
性
に
お
い
て
原
始
的
な
印
象
力
を
持
ち
、
『
真
実
』
は
そ
れ
が
人
間
全
体
に
対

す
る
真
理
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
点
で
普
遍
的
な
浸
透
力
を
持
っ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
」

（
72
）
。

　

「
芸
術
作
品
の
価
値
を
判
断
す
る
規
準
は
、
そ
れ
が
い
か
に
的
確
に
事
実
を
伝
え
て
い
る
か

と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
い
か
に
よ
く
真
実
を
か
た
っ
て
い
る
か
と
い
う
点
に

存
す
べ
き
で
あ
る
」
（
72
）
。

　

そ
し
て
、
以
下
が
肝
心
の
主
張
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

「
作
家
が
あ
る
一
つ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
感
動
さ
せ
ら
れ
た
結
果
、
そ
れ
を
描
い
て
他
の
者

を
感
動
さ
せ
よ
う
が
た
め
に
は
、
彼
は
ま
ず
そ
の
出
来
事
が
彼
を
感
動
せ
し
め
た
原
因
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
を
探
求
し
て
、
そ
れ
の
現
象
と
し
て
の
特
殊
性
の
中
に
真
実
と
し
て
の
普
遍
性
を

発
見
し
、
そ
れ
を
更
に
彼
の
空
想
の
中
に
溶
か
し
こ
ん
で
、
そ
こ
に
初
め
て
一
つ
の
作
品
と
し

て
の
構
想
を
ま
と
め
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
77
）

　　
　
　
　
　
　
　

〇

　　

こ
の
後
、
野
田
は
、
映
画
の
特
性
（
Ａ
）
（
Ｂ
）
（
Ｃ
）
で
、
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
や
キ
ャ
メ
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ラ
ワ
ー
ク
な
ど
、
映
画
に
特
有
の
表
現
方
法
に
つ
い
て
触
れ
る
。

　

（
Ａ
）
で
は
、
グ
リ
フ
ィ
ス
の
『
イ
ン
ト
レ
ラ
ン
ス
』
の
例
を
引
い
て
、
映
画
は
舞
台
劇
と

違
っ
て
二
つ
以
上
の
局
面
を
平
行
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
、
更
に
観
客
の
視
点
を
を
キ
ャ
メ
ラ

の
視
点
に
す
る
こ
と
も
出
来
、
さ
ら
に
キ
ャ
メ
ラ
は
フ
レ
ー
ム
に
よ
っ
て
、
必
要
な
部
分
以
外

を
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
も
出
来
る

―
と
、
映
画
の
特
性
を
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
い
ま
や
「
常

識
」
の
範
囲
に
入
る
議
論
だ
ろ
う
。

　

次
の
（
Ｂ
）
で
述
べ
ら
れ
る
ト
リ
ッ
ク
に
し
て
も
、
（
Ｃ
）
の
キ
ャ
メ
ラ
ワ
ー
ク
に
し
て

も
、
現
代
の
Ｃ
Ｇ
全
盛
の
時
代
か
ら
見
れ
ば
古
め
か
し
い
議
論
に
見
え
る
が
、
野
田
は
、
以
上

の
「
映
画
の
特
性
」
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
の
「
基
本
Ⅱ
」
に
進
み
、
「
そ
れ
で
も
大
事
な
の

は
シ
ナ
リ
オ
で
す
よ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　

野
田
は
「
シ
ナ
リ
オ
の
位
置
」
で
書
く
。

　

「
正
常
な
キ
ャ
メ
ラ
の
科
学
的
な
現
実
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
そ
れ
の
現
実
に
お
け
る

姿
の
ま
ま
に
捉
え
る
の
だ
か
ら
、
従
っ
て
画
面
内
に
お
け
る
そ
の
物
象
の
動
き
も
ま
た
そ
れ

の
現
実
に
お
け
る
動
き
と
同
じ
く
、
自
然
の
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る

（
略
）
」
（
102
）

　

「
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
動
い
て
い
る
画
面
の
幾
つ
か
の

カ
ッ
ト
が
、
あ
る
一
定
の
意
図
の
も
と
に
適
宜
に
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
早
く
も
自
然

の
法
則
か
ら
離
れ
て
、
そ
れ
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
人
間
の
意
志
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
か
の
ご
と

き
錯
覚
を
抱
か
せ
る
」
（
103
）

　

「
劇
映
画
の
な
か
の
一
切
の
物
が
一
見
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
動
い
た
り
発
展
し
た
り
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
そ
の
実
は
演
出
者
の
意
図
に
従
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

は
、
こ
の
上
も
う
説
明
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
」
（
103
）

　

そ
し
て
、
以
下
野
田
に
よ
る
「
シ
ナ
リ
オ
宣
言
」
と
も
言
う
べ
き
テ
ー
ゼ
が
示
さ
れ
る
。

　

「
と
こ
ろ
が
そ
こ
で
、
演
出
者
を
し
て
そ
う
い
う
法
則
を
意
図
せ
し
め
る
も
の
は
何
か
と
い

え
ば
そ
れ
が
す
な
わ
ち
シ
ナ
リ
オ
な
の
で
あ
っ
て
、
い
い
換
え
れ
ば
シ
ナ
リ
オ
は
、
映
画
の
科

学
性
と
芸
術
性
と
を
結
び
合
わ
せ
る
第
一
段
階
に
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
人
生
と

は
別
な
、
し
か
し
現
実
の
人
生
よ
り
は
い
っ
そ
う
純
粋
で
真
実
な
人
生
を
創
り
出
そ
う
と
意
図

し
て
い
る
も
の
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
」
（
103
）

　

こ
こ
に
お
い
て
、
野
田
に
と
っ
て
の
「
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
」
と
「
演
出
者
」
の
立
場
の
違

い
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

フ
ィ
ル
ム
と
い
う
そ
れ
自
体
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
、
「
科
学
的
」
な
写
真
を
、
あ
る
意
図
の
も

と
に
繋
ぎ
合
わ
せ
る
と
き
そ
れ
は
「
芸
術
的
」
な
可
能
性
を
生
み
、
そ
の
「
意
図
」
こ
そ
が

「
シ
ナ
リ
オ
」
で
あ
る
、
も
し
く
は
そ
れ
を
生
み
出
す
パ
ー
ト
を
「
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
」
と

呼
ぶ
と
。
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そ
し
て
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
は
、
「
科
学
性
」
と
「
芸
術
性
」
を
結
び
合
わ
せ
る
「
第
一
段

階
」
に
位
置
し
、
「
演
出
者
」
は
、
野
田
は
こ
こ
に
は
書
い
て
い
な
い
が
、
い
わ
ば
「
第
二
段

階
」
の
存
在
で
あ
る
と
。

　

こ
れ
は
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
と
言
う
べ

き
だ
ろ
う
。

　

近
年
、
劇
映
画
の
製
作
に
お
い
て
「
シ
ナ
リ
オ
」
と
「
演
出
」
を
同
一
人
物
が
兼
ね
る
場
合

も
多
い
が
、
こ
の
と
き
野
田
は
、
そ
れ
は
本
来
分
業
す
べ
き
職
制
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
言
い
過
ぎ
な
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
」
と
「
演
出
者
」
は
、
そ
れ

ぞ
れ
が
任
務
と
す
る
仕
事
を
、
そ
の
「
科
学
性
」
と
「
芸
術
性
」
の
結
び
目
の
「
第
一
段
階
」

に
あ
る
も
の
と
「
第
二
段
階
」
に
あ
る
も
の
の
区
別
を
し
っ
か
り
自
覚
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
か
。

　

こ
れ
は
別
に
「
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
」
と
「
演
出
者
」
の
、
映
画
製
作
に
お
け
る
立
場
に
優

劣
を
つ
け
る
議
論
で
は
な
い
。

　

現
実
の
映
画
製
作
に
お
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
（
経
済
的
な
、
人
間
的
な
）
が
付
き
ま

と
う
も
の
だ
が
、
一
般
的
に
「
演
出
者
」
は
製
作
現
場
の
事
情
を
考
え
、
「
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ

タ
ー
」
は
そ
ん
な
こ
と
は
お
構
い
な
し
に
彼
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
求
す
る
。

　

演
出
者
が
そ
こ
に
存
在
す
る
「
現
実
」
と
格
闘
す
る
の
に
対
し
て
、
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー

は
、
そ
こ
で
表
さ
れ
る
べ
き
「
理
念
」
も
し
く
は
「
イ
メ
ー
ジ
」
と
格
闘
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
最
初
か
ら
矛
盾
・
対
立
す
る
よ
う
な
立
場
を
映
画
は
最
初
か
ら
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ

り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
忘
れ
て
、
仮
に
「
第
二
段
階
」
に
あ
る
べ
き
演
出
者
が
そ
れ
を

無
視
し
て
現
場
の
都
合
だ
け
で
撮
影
を
進
め
れ
ば
、
「
第
一
段
階
」
の
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
が

持
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
多
く
の
場
合
、
矮
小
化
さ
れ
、
結
果
そ
の
シ
ー
ン
は
当
初
の
お
互
い
の
意

図
を
裏
切
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

一
＋
一
が
、
二
以
上
の
三
に
も
四
に
も
な
っ
て
化
け
る
と
き
も
あ
れ
ば
、
双
方
の
才
能
の
貧

困
と
妥
協
に
よ
っ
て
、
一
＋
一
＝
二
以
下
の
寂
し
い
結
果
に
終
わ
る
こ
と
も
あ
る
の
は
、
映
画

製
作
に
限
ら
ず
、
こ
の
世
界
の
ど
こ
に
で
も
転
が
っ
て
い
る
ほ
ろ
苦
い
話
で
あ
る
。

　

―
こ
れ
は
余
談
と
い
う
べ
き
、
か
つ
て
故
・
吉
村
公
三
郎
監
督
か
ら
聞
い
た
直
話
だ
が
、

『
足
摺
岬
』
（
１
９
５
４
年
）
と
い
う
映
画
の
撮
影
時
に
、
新
藤
兼
人
氏
の
シ
ナ
リ
オ
に
は

「
（
銀
座
の
通
り
を
）
戦
車
が
轟
々
と
走
っ
て
く
る
」
と
い
う
ト
書
き
が
あ
っ
た
と
い
う
。

　

主
人
公
・
岡
田
英
次
が
、
迫
り
く
る
軍
国
主
義
の
足
音
に
、
嫌
悪
と
恐
怖
を
感
じ
る
と
い
う

場
面
だ
っ
た
が
、
当
然
本
物
の
戦
車
を
持
っ
て
く
る
予
算
は
な
い
。

　

し
か
し
吉
村
さ
ん
と
「
吉
村
組
」
の
演
出
部
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
あ
き
ら
め
ず
、
結
果
、
ハ

リ
ボ
テ
の
戦
車
を
三
台
つ
く
り
、
助
監
督
が
中
に
入
っ
て
そ
れ
を
担
ぎ
、
「
ガ
ー
」
と
叫
び
な

が
ら
岡
田
英
次
の
横
を
走
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
、
映
画
的
な
工
夫
と
し
て
素
晴
ら
し
い
の

は
、
正
面
か
ら
来
た
戦
車
群
か
ら
、
岡
田
英
次
が
思
わ
ず
顔
を
そ
む
け
た
先
の
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
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ド
ウ
に
映
る
よ
う
に
し
て
戦
車
が
通
過
し
て
い
く
。

　

戦
車
か
ら
眼
を
そ
む
け
た
い
岡
田
英
次
、
そ
の
背
後
を
通
る
戦
車

―
も
ち
ろ
ん
、
ガ
ラ
ス

に
映
る
戦
車
群
は
、
と
う
て
い
ハ
リ
ボ
テ
に
は
見
え
な
い
。
そ
こ
に
本
物
の
戦
車
の
走
行
音
を

か
ぶ
せ
れ
ば
、
立
派
に
銀
座
を
戦
車
が
突
進
し
て
い
く
場
面
に
な
っ
て
い
た
。
岡
田
英
次
の

「
内
面
」
は
、
当
時
の
状
況
と
と
も
に
み
ご
と
に
表
現
さ
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
に
、
「
第
一
段
階
」
と
し
て
、
予
算
の
こ
と
な
ど
度
外
視
し
て
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
に
こ
だ

わ
っ
て
シ
ナ
リ
オ
を
書
い
た
新
藤
さ
ん
と
、
そ
れ
を
ま
さ
に
脳
髄
を
振
り
絞
っ
て
、
現
実
に
立
っ

て
「
画
」
と
し
て
実
現
さ
せ
た
吉
村
組
の
立
派
な
「
第
二
段
階
」
と
し
て
の
演
出
が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
に
行
わ
れ
た
の
は
、
映
画
と
い
う
「
フ
ィ
ル
ム
が
と
ら
え
る
幻
影
」
に
お
け
る
、
ま
さ

し
く
一
つ
の
「
創
造
」
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
し
て
野
田
は
、
以
上
の
認
識
に
立
っ
て
「
シ
ナ
リ
オ
の
技
法
」
で
、
シ
ナ
リ
オ
の
基
本
的

な
ス
タ
ン
ス
を
決
め
る
。

　

「
シ
ナ
リ
オ
に
お
い
て
は
作
家
の
主
観
的
な
叙
述
は
必
ず
な
ん
ら
か
の
客
観
化
さ
れ
た
表
現

に
置
き
換
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
105
）
。
「
作
品
の
内
容
が
決
定
さ
れ
る
と
同
時

に
、
そ
れ
の
表
現
方
法
も
併
せ
て
考
究
し
つ
つ
、
芸
術
的
に
は
そ
の
衝
動
と
共
に
熱
意
を
も
っ

て
、
技
法
的
に
は
技
術
者
と
し
て
の
冷
静
さ
を
も
っ
て
、
そ
の
双
方
を
調
和
さ
せ
つ
つ
筆
を
進

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
105
）
と
す
る
。

　

同
様
に
「
文
章
に
つ
い
て
」
で
は
、
シ
ナ
リ
オ
の
文
章
と
い
う
も
の
は
「
文
章
に
よ
っ
て
物

語
を
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
文
章
を
手
段
と
し
て
映
画
を
描
こ
う
と
す
る
」

（
112
）
も
の
だ
か
ら
、
「
映
画
と
し
て
の
表
現
が
可
能
な
限
度
内
に
お
い
て
、
出
来
る
だ
け
簡

潔
に
、
適
格
に
、
端
的
に
、
し
か
も
欲
を
い
え
ば
、
豊
か
に
、
そ
し
て
そ
の
上
、
演
出
者
に
演

出
上
の
示
唆
を
与
え
、
キ
ャ
メ
ラ
の
位
置
や
角
度
ま
で
も
あ
る
程
度
ま
で
暗
示
す
る
よ
う
に
書

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
113
）
。

　

「
時
制
の
問
題
」
で
も
、
野
田
は
、
シ
ナ
リ
オ
は
「
映
画
が
わ
れ
わ
れ
に
訴
え
て
く
る
事
件

の
系
列
は
、
常
に
そ
の
瞬
間
瞬
間
を
現
在
時
と
し
て
進
行
す
る
」
（
122
）
の
だ
か
ら
、
基
本
的

に
現
在
形
で
書
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
次
の
「
長
さ
の
問
題
」
で
は
、
映
画
一
秒
が
24
コ

マ
で
上
映
さ
れ
て
い
た
「
フ
ィ
ル
ム
時
代
」
の
「
秒
数

―
フ
ィ
ー
ト

―
メ
ー
ト
ル
」
換
算

表
を
掲
げ
、
結
論
と
し
て
「
せ
っ
か
く
の
創
作
意
欲
が
フ
ィ
ル
ム
の
長
さ
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
一
見
、
い
か
に
も
不
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
よ
う
し
、
何
か

し
ら
割
り
切
れ
な
い
滓お

り

が
残
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
し
か
し
ま
た
別
の
面
か
ら
考
え

る
と
、
そ
う
い
う
制
約
の
中
で
素
材
を
整
理
し
純
化
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
作
品
の
質
を
上

げ
も
し
、
緻
密
な
も
の
に
も
す
る
の
だ
と
も
い
え
る
」
（
126
）
と
、
こ
こ
で
は
、
当
時
の
興
業
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形
態
に
沿
っ
て
、
そ
し
て
い
か
に
も
「
松
竹
脚
本
部
長
」
ら
し
い
断
定
を
下
し
て
い
る
。

　　

そ
し
て
『
構
造
論
』
は
シ
ナ
リ
オ
が
映
画
製
作
の
「
第
一
段
階
」
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る

と
い
う
原
則
に
立
っ
て
、
全
体
の
白
眉
と
も
言
う
べ
き
「
構
成
」
の
章
に
移
っ
て
い
く
。
（
な

お
、
前
記
、
エ
ッ
カ
ー
マ
ン
の
『
ゲ
ー
テ
と
の
対
話
』
に
出
る
と
い
う
、
カ
ル
ロ
・
ゴ
ッ
テ
ィ

の
「
三
十
六
の
劇
的
局
面
」
も
こ
こ
に
出
る
が
、
野
田
は
実
際
に
ど
れ
ほ
ど
の
参
考
に
な
る
も

の
か
は
は
な
は
だ
疑
わ
し
い
と
言
っ
て
い
る
）

　　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇

　　

野
田
は
こ
の
「
構
成
」
と
い
う
大
き
な
章
を
、
「
題
材
」
「
テ
ー
マ
（
主
題
）
」
「
ス
ト
ー

リ
ー
（
筋
）
」
「
プ
ロ
ッ
ト
（
は
こ
び
）
」
「
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
（
構
成
）
」
と
五
つ
の

項
目
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
シ
ナ
リ
オ
を
書
く
と
き
の
「
順
番
」
を
言
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
。

　

「
主
題

―
題
材

―
筋

―
運
び

―
こ
れ
が
一
応
の
順
序
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
理
論
的
に
考
え
ら
れ
た
場
合
の
順
序
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
必
ず
し
も
こ
の
過
程

を
た
ど
る
も
の
で
は
な
い
」
（
129
）

　

「
事
実
、
作
家
の
創
作
意
欲
の
な
か
で
は
、
主
題
や
題
材
や
筋
が
三
位
一
体
に
融
け
合
っ
て

い
て
、
ど
れ
を
ど
れ
と
も
区
別
し
難
い
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
」
（
130
）

　　

主
題
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
が
出
来
て
ゆ
く
場
合
で
あ
れ
、
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
主
題
が
出
て
く
る

場
合
で
あ
れ
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
作
品
の
中
軸
を
な
す
も
の
は
「
主
題
」
で
あ
り
、
主
題
の
明

確
さ
を
欠
く
よ
う
な
作
品
は
い
か
に
題
材
が
素
晴
ら
し
か
ろ
う
と
も
決
し
て
す
ぐ
れ
た
作
品
に

は
な
り
え
な
い
と
野
田
は
書
く
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
野
田
は
周
到
に
、
い
わ
ゆ
る
「
テ
ー
マ
主
義
」
を
厳
し
く
排
し
て
い
る
。

　

「
主
題
は
、
し
か
し
単
な
る
観
念
で
は
な
い
。
『
同
情
』
と
か
『
愛
』
と
か
い
う
場
合
は
単

な
る
観
念
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が
主
題
と
な
る
た
め
に
は
そ
の
観
念
に
更
に
明
確
な
方
向
が

与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
正
義
』
と
い
う
観
念
に
一
つ
の
方
向
が
与
え
ら
れ
て
『
正

義
も
時
と
し
て
悪
徳
に
敗
れ
る
』
と
か
『
正
義
は
常
に
悪
徳
に
勝
つ
』
と
か
に
な
れ
ば
、
こ
れ

は
明
ら
か
に
主
題
た
り
得
る
」
（
143
）

　

そ
し
て
更
に
野
田
は
テ
ー
マ
主
義
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
。

　

「
し
か
し
、
主
題
は
決
し
て
作
家
の
思
想
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
（
略
）
も
し
主
題
が
思
想

と
し
て
の
明
確
な
形
態
を
整
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
論
文
の
形
に
な
る
べ
き
も
の

で
、
そ
れ
が
一
つ
の
作
品
と
し
て
具
象
化
さ
れ
る
以
上
、
作
家
の
思
想
は
そ
の
作
品
全
体
か
ら

自
然
に
滲
み
だ
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
143
）
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主
題
は
ま
た
「
目
的
」
と
も
違
う
。

　

「
戦
争
中
の
日
本
映
画
の
多
く
が
そ
の
深
さ
と
面
白
さ
を
見
失
っ
て
い
た
こ
と
の
最
大
の
原

因
は
、
そ
れ
が
情
報
局
の
指
導
下
に
置
か
れ
て
、
強
制
的
に
『
啓
発
宣
伝
』
を
目
的
と
さ
せ
ら

れ
た
点
に
あ
る
し
、
終
戦
後
し
ば
ら
く
の
間
の
そ
れ
が
、
一
応
の
形
だ
け
は
変
わ
っ
て
も
、
な

お
依
然
と
し
て
深
さ
と
面
白
さ
と
に
欠
け
て
い
た
こ
と
の
原
因
も
ま
た
、
Ｃ
・
Ｉ
・
Ｅ
あ
た
り

の
指
示
に
災
い
さ
れ
て
、
そ
れ
が
そ
れ
自
身
の
テ
ー
マ
を
見
失
い
、
軍
国
主
義
や
封
建
思
想
の

打
破
を
目
的
と
し
た
り
、
軍
閥
の
悪
徳
を
暴
露
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
た
め
に
ほ
か
な

ら
な
い
」
（
143
）

　

「
要
す
る
に
『
目
的
』
と
い
う
も
の
は
、
作
家
自
身
の
内
部
か
ら
自
然
発
生
的
に
盛
り
上

が
っ
て
き
た
人
生
批
判
の
結
果
で
は
な
く
て
、
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
、
外
部
的
に
付
加

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
144
）

　

こ
こ
で
野
田
は
、
戦
前
の
軍
部
の
介
入
に
よ
る
あ
る
種
の
映
画
、
そ
し
て
戦
後
の
占
領
軍

（
Ｃ
・
Ｉ
・
Ｅ
）
の
介
入
に
よ
る
あ
る
種
の
映
画
、
そ
し
て
戦
後
、
当
時
の
左
翼
主
導
の
「
社

会
主
義
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
よ
る
「
目
的
」
あ
る
映
画
を
批
判
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
野
田
に
と
っ
て
「
映
画
」
と
は
、
「
作
家
が
彼
が
そ
の
主
題
を
掴
ん
だ
心
の
状
態

に
ま
で
相
手
（
観
客
）
の
心
を
誘
導
し
て
、
相
手
自
身
が
お
の
ず
か
ら
そ
の
主
題
を
感
得
す
る

よ
う
な
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
「
シ
ナ
リ
オ
の
場
合
は
そ
れ
が
ス

ト
ー
リ
ー
の
決
定
で
あ
り
、
芸
術
活
動
と
し
て
の
第
一
段
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
145
）

　

そ
し
て
、
野
田
は
主
題
（
テ
ー
マ
）
を
、
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

　

「
作
家
の
対
象
に
対
す
る
批
判
の
結
果
が
テ
ー
マ
で
あ
る
」
と
。
（
142
）

　　
　
　
　
　
　
　

〇

　　

そ
し
て
野
田
の
記
述
は
「
ス
ト
ー
リ
ー
（
筋
）
」
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
が
、
こ
こ
で
野
田

は
、
物
語
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
性
格
」
「
環
境
」
「
行
為
」
と
い
う
三
要
素
が
必
要
な
こ

と
を
説
い
た
上
で
、
極
め
て
巧
み
な
例
を
持
っ
て
く
る
。

　

例
示
さ
れ
る
文
章
は
、
『
日
本
美
の
発
見
』
（
篠
田
英
雄
訳
）
の
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
の
日

記
で
あ
る
。

　

「
二
月
七
日
（
１
９
３
６
年
）
横
手

―
六
郷

―
大
曲

　

朝
、
横
手
ま
で
二
時
間
の
車
行
。
冴
え
返
っ
た
冬
の
大
気
が
清
々
し
い
。
人
間
で
あ
る

こ
と
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
る
。
こ
の
地
方
に
特
有
な
着
物
を
着
た
美
し
い
婦
人
達
（
花
を

つ
け
た
杏
の
枝
を
手
に
し
て
い
る
若
い
婦
人
に
出
会
っ
た
が
、
素
朴
で
新
鮮
で
限
り
な
く

美
し
か
っ
た
）
は
や
や
シ
ベ
リ
ア
の
女
を
連
想
さ
せ
る
。
男
子
の
服
装
は
ま
る
き
り
ロ
シ

ア
風
で
、
少
し
も
日
本
ら
し
く
な
い
。

　

停
車
場
に
は
い
ろ
ん
な
箱は

こ

橇ぞ
り

が
列な
ら

ん
で
い
た
。
途
中
で
箱
馬
車
に
似
た
幌
型
の
橇そ
り

を
見
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た
が
彩
色
し
て
あ
っ
て
、
ま
る
で
玩
具
の
よ
う
だ
。
こ
の
地
方
の
人
達
は
非
常
に
感
じ
が

い
い
。
（
中
略
）

　

横
手
で
は
駅
長
さ
ん
が
親
切
に
歓
待
し
て
く
れ
た
。
そ
の
上
私
達
が
六
郷
に
行
く
と
聞

い
て
案
内
の
た
め
に
駅
員
を
つ
け
て
く
れ
た
…
…
」

　
　

　

こ
の
「
雪
の
秋
田

―
日
本
の
冬
旅
」
と
い
う
紀
行
文
を
例
に
と
っ
て
、
野
田
は
、
冬
の
横

手
を
旅
す
る
タ
ウ
ト
と
彼
が
見
た
も
の

―
つ
ま
り
「
性
格
」
「
環
境
」
「
行
為
」
の
三
要
素

は
揃
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
筋
（
物
語
）
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
な
に
が
必
要
な
の

か
と
問
う
。

　

野
田
は
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
「
連
絡
」
が
い
る
と
い
う
。

　

「
そ
こ
で
、
い
ま
仮
に
、
た
と
え
ば
横
手
の
雪
の
町
で
タ
ウ
ト
が
杏
の
花
を
持
っ
た
美
し
い

女
を
見
て
、
そ
れ
に
何
と
な
く
心
を
惹
か
れ
た
と
し
て
み
よ
う
。
そ
し
て
そ
の
途
端
に
ロ
シ
ア

風
の
服
装
を
し
た
男
が
現
れ
て
、
そ
の
女
と
仲
よ
く
去
っ
て
行
っ
た
と
し
て
み
よ
う
か
。
す
る

と
タ
ウ
ト
は
何
と
な
く
心
寂
し
い
も
の
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
と
、
こ
う
い
う

よ
う
に
連
絡
が
つ
い
て
く
る
と
、
こ
れ
は
簡
単
な
が
ら
一
つ
の
物
語
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
と
し
て

の
形
態
を
整
え
て
く
る
の
で
あ
る
」
（
149
）

　

「
更
に
そ
れ
か
ら
タ
ウ
ト
が
駅
長
に
会
っ
た
と
し
よ
う
か
。
そ
し
て
彼
が
駅
長
の
歓
待
を
受

け
て
い
る
と
、
そ
こ
へ
美
し
い
幌
型
の
橇
が
来
て
、
さ
っ
き
の
杏
の
花
を
持
っ
た
女
が
お
り
、

し
か
も
そ
の
女
が
駅
長
と
顔
馴な

じ
み染
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
に
発
展
し
て
く
る
と
、
物
語
は
次
第

に
複
雑
味
を
増
し
て
く
る
し
、
更
に
そ
の
上
、
熊
の
子
の
よ
う
な
子
供
達
や
駅
員
な
ど
と
の
連

絡
ま
で
も
が
考
え
ら
れ
て
く
れ
ば
、
そ
れ
は
な
お
い
っ
そ
う
物
語
的
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ

る
」
（
149
）

　

タ
ウ
ト
の
日
記
は
、
そ
こ
に
記
録
さ
れ
た
人
物
や
事
柄
は
、
単
に
タ
ウ
ト
の
身
の
周
り
に

「
継
続
」
し
て
現
れ
た
り
感
じ
ら
れ
た
り
し
た
断
片
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
が
も
し
「
物
語
」

と
し
て
の
形
態
を
備
え
る
こ
と
が
必
要
な
ら
、
そ
こ
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
の
間
に
「
連

絡
」
が
必
要
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

「
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
実
生
活
と
い
う
も
の
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
実
生
活

に
お
い
て
は
、
単
に
Ａ
の
出
来
事
の
次
に
Ｂ
の
出
来
事
が
継
続
し
て
起
こ
っ
て
く
る
場
合
が
多

い
。
つ
ま
り
単
な
る
時
間
的
順
序
を
追
っ
て
い
る
だ
け
で
、
必
ず
し
も
Ａ
の
出
来
事
が
Ｂ
の
出

来
事
の
論
理
的
な
前
提
に
は
な
っ
て
い
な
い
」
（
150
）
「
例
え
ば
、
母
親
が
子
供
に
シ
ュ
ー
ク

リ
ー
ム
を
食
べ
さ
せ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
場
に
お
け
る
母
親
の
愛
情
の
現
れ
で
こ
そ
あ

れ
、
決
し
て
子
供
が
疫
痢
に
な
っ
て
な
っ
て
苦
し
む
た
め
に
食
べ
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
い
。
事

実
ま
た
、
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
さ
せ
て
か
ら
疫
痢
の
症
状
が
出
る
ま
で
の
間
に
は
、
ほ
か

の
い
ろ
い
ろ
な
出
来
事
が
あ
っ
て
、
そ
の
二
つ
の
こ
と
の
因
果
関
係
を
中
断
し
て
い
る
に
違
い

な
い
の
だ
が
、
そ
の
中
断
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
の
出
来
事
を
取
払
っ
て
し
ま
う
と
、
つ
ま
り
は
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自
分
の
愛
情
の
た
め
に
食
べ
さ
せ
た
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
が
原
因
し
て
子
供
が
疫
痢
に
な
っ
て
苦

し
む
と
い
う
結
果
に
な
る
の
で
あ
る
。
物
語
の
世
界
で
は
、
そ
こ
に
そ
う
い
う
因
果
関
係
を
必

要
と
す
る
」
（
150
）

　

「
そ
こ
で
結
論
的
に
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
筋
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
は
人
物
や
事
件
の
単
な
る

『
継
続
』
で
は
な
く
て
、
そ
の
人
物
や
事
件
の
そ
れ
ぞ
れ
が
適
宜
に
有
機
的
な
『
連
絡
』
を

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
継
続
』
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
は
必

ず
し
も
有
機
的
な
因
果
の
関
係
は
感
じ
ら
れ
な
い
が
『
連
絡
』
と
い
う
言
葉
に
は
、
論
理
的
な

順
序
と
で
も
い
う
か
、
そ
こ
に
有
機
的
な
因
果
関
係
の
暗
示
が
あ
る
。
筋
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
は

そ
う
い
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
（
149
）

　

し
か
し
、

「
母
親
が
子
供
に
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
さ
せ
た
ら
そ
れ
に
中
毒
し
て
子
供
が
死
ん
だ
と
い

う
一
つ
の
出
来
事
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
は
成
り
立
っ
て
は
い
る

が
、
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
プ
ロ
ッ
ト
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
、
シ
ナ
リ
オ
の
構
成
の
基

礎
に
も
な
り
得
な
い
」
（
155
）
と
、
野
田
は
続
く
「
プ
ロ
ッ
ト
（
は
こ
び
）
」
の
項
に
書
く
。

　

「
そ
こ
に
は
『
仕
組
み
』
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
155
）

　

「
あ
る
日
母
親
が
以
前
女
中
奉
公
を
し
て
い
た
お
邸
へ
ご
機
嫌
伺
い
に
行
く
と
そ
こ
で

シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
ご
馳
走
に
な
る
。
そ
の
一
つ
二
つ
を
子
供
に
土
産
に
持
っ
て
帰
っ
て
や
る

と
、
子
供
は
大
喜
び
だ
っ
た
が
、
そ
の
晩
そ
の
子
供
が
中
毒
す
る
、
と
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、

こ
れ
は
も
は
や
ス
ト
ー
リ
ー
（
筋
）
の
領
域
を
越
え
て
一
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
（
は
こ
び
）
と
し
て

の
「
仕
組
み
」
を
備
え
て
く
る
」
（
155
）

　

つ
ま
り
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
が
抽
象
的
な
、
文
字
通
り
筋
張
っ
た
「
概
念
」
に
近
い
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
「
プ
ロ
ッ
ト
」
と
は
、
も
っ
と
具
体
に
近
づ
い
た
、
「
筋
」
に
血
肉
を
与
え

て
ゆ
く
、
い
い
換
え
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
「
人
生
」
に
近
づ
い
た
物
語
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

　

抽
象
的
な
人
間
な
ど
は
存
在
せ
ず
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
人
間
は
、
す
べ
て
「
具
体
」
な
の
だ

か
ら
、
そ
の
人
間
を
「
ど
ん
な
具
体
」
か
ら
見
る
か
、
そ
の
具
体
を
決
定
す
る
の
が　

プ
ロ
ッ

ト
に
す
る
＝
「
仕
組
み
を
つ
く
る
」
と
い
う
作
業
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
野
田
は
、
通
常
行
わ
れ
て
い
る
プ
ロ
ッ
ト
の
組
み
方
を
三
つ
「
参
考
ま
で
に
」
上
げ

て
い
る
。

　

そ
の
第
一
は
、
「
第
一
の
事
件
が
、
第
二
の
事
件
を
起
こ
し
、
そ
れ
が
ま
た
第
三
の
事
件
を

起
こ
す
」
単
純
構
成
と
も
呼
ば
れ
る
直
線
的
に
一
貫
し
て
い
く
方
法
で
、
「
最
も
単
純
な
論
理

的
前
進
」
の
形
を
と
る
も
の
。

　

「
し
か
し
、
こ
の
様
式
の
欠
点
は
、
そ
の
形
が
あ
ま
り
に
も
直
線
的
で
あ
り
、
単
純
で
、
一

本
調
子
で
、
変
化
が
少
な
い
た
め
に
、
実
人
生
の
錯
雑
紛
糾
し
た
様
相
を
表
現
す
る
に
は
い
さ

さ
か
簡
単
す
ぎ
る
」
（
160
）



18

　

そ
こ
で
、
そ
れ
に
対
し
て
「
複
雑
構
成
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
形
は
、
「
一
つ
の
挿
話
の
進
行
の

途
中
か
ら
別
の
挿
話
が
侵
入
し
て
来
て
、
前
の
挿
話
が
一
旦
そ
こ
で
中
断
さ
れ
た
か
の
ご
と
き

感
を
与
え
、
そ
う
い
う
形
が
適
宜
に
繰
り
返
さ
れ
て
結
局
は
幾
つ
か
の
挿
話
が
入
り
乱
れ
な

が
ら
、
し
か
も
そ
こ
に
一
定
の
秩
序
を
保
ち
つ
つ
主
題
の
解
明
に
向
か
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
」

（
160
）
と
い
う
、
第
二
の
プ
ロ
ッ
ト
の
形
で
あ
る
。

　

「
こ
の
方
法
は
、
一
つ
の
挿
話
に
対
す
る
他
の
挿
話
の
侵
入
が
あ
る
た
め
に
自
然
そ
こ
に
あ

る
意
味
で
の
含
蓄
が
生
ま
れ
、
そ
の
結
果
、
作
品
そ
の
も
の
の
陰
影
や
変
化
を
豊
富
に
し
、
更

に
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
実
人
生
に
お
け
る
錯
雑
し
た
様
相
を
暗
示
す
る
こ
と
も
比
較
的
容

易
」
（
161
）
で
あ
る
と
す
る
。

　

そ
し
て
野
田
が
、
第
三
の
プ
ロ
ッ
ト
の
形
と
し
て
言
及
し
て
い
る
の
が
「
ピ
カ
レ
ス
ク
」
と

呼
ば
れ
る
形
で
あ
る
。

　

か
つ
て
ス
ペ
イ
ン
で
「
ピ
カ
ロ
」
と
い
う
名
を
持
つ
悪
漢
の
物
語
に
由
来
す
る
と
い
う
い
う

こ
の
形
式
は
、
「
そ
れ
だ
け
で
も
充
分
に
一
つ
ず
つ
の
物
語
と
し
て
独
立
し
得
る
プ
ロ
ッ
ト

が
、
そ
れ
を
総
合
的
に
繋
ぎ
合
わ
せ
る
も
う
一
つ
の
プ
ロ
ッ
ト
の
上
に
配
列
さ
れ
て
い
る
形
」

（
162
）
で
あ
る
と
い
う
。
「
日
本
的
に
い
え
ば
、
『
櫛
の
歯
式
』
と
か
『
数
珠
玉
式
』
と
か
呼

ば
れ
る
」
形
だ
が
、
「
幾
つ
か
の
プ
ロ
ッ
ト
を
一
つ
の
総
合
体
と
し
て
繋
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
根

底
の
プ
ロ
ッ
ト
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
ば
沢
山
の
数
珠
玉
を
一
つ
に
ま
と
め
て
い
る
一
本
の

糸
と
か
、
あ
る
い
は
沢
山
の
櫛
の
歯
を
並
列
さ
せ
て
い
る
櫛
の
軸
の
よ
う
な
役
割
を
持
っ
て
い

る
」
（
164
）
と
し
て
、
例
と
し
て
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ヴ
ィ
ヴ
ィ
エ
の
『
舞
踏
会
の
手
帖
』
や
溝

口
健
二
の
『
西
鶴
一
代
女
』
（
脚
本
・
依
田
義
賢
）
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
「
プ
ロ
ッ
ト
」
と
、
シ
ナ
リ
オ
を
分
析
的
に
と
ら
え
る
と
き
の
基

本
概
念
を
抑
え
た
野
田
は
、
よ
う
や
く
現
実
の
シ
ナ
リ
オ
づ
く
り
の
第
一
歩
で
あ
る
「
コ
ン
ス

ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
（
構
成
）
」
の
項
に
入
る
。

　　
　
　
　
　
　
　
　

〇

　　

「
構
成
を
た
て
る
」
「
コ
ン
ス
ト
（
ラ
ク
シ
ョ
ン
）
を
た
て
る
」
と
い
う
作
業
は
、
「
シ
ナ

リ
オ
作
家
が
最
も
苦
心
す
る
」
（
165
）
仕
事
で
あ
り
「
シ
ナ
リ
オ
製
作
に
要
す
る
全
体
の
時
間

を
五
十
日
間
と
仮
定
す
れ
ば
、
そ
の
約
三
分
の
二
の
三
十
日
間
以
上
は
こ
の
構
成
の
仕
事
に
費

や
す
と
い
う
人
さ
え
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
」
（
165
）
。

　

具
体
的
に
は
、
こ
れ
か
ら
書
こ
う
と
す
る
シ
ナ
リ
オ
の
骨
格
を
、
シ
ー
ン
も
し
く
は
シ
ー
ク

エ
ン
ス
に
従
っ
て
、
メ
モ
も
し
く
は
ノ
ー
ト
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
そ
れ
に
は
幾
多
の
試
行
錯
誤

が
伴
う
の
で
、
時
間
が
掛
か
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
「
構
成
」
と
は
機
械
的
に
場
面
を
並
べ
て
い
け
ば
済
む
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、

例
え
ば
挿
話
Ａ
→
Ｂ
→
Ｃ
と
並
べ
た
の
を
、
Ｂ
→
Ａ
→
Ｃ
と
並
べ
て
睨
ん
で
み
る
。
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ま
た
そ
れ
に
も
納
得
が
い
か
ず
、
Ｃ
→
Ａ
→
Ｂ
と
並
べ
て
睨
む—

—

と
い
う
よ
う
に
、
そ
の

一
連
の
説
話
が
、
い
か
に
効
果
的
に
、
ま
た
い
か
に
効
率
的
に
語
れ
る
か
を
探
る
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
繰
り
返
す
と
い
う
意
味
で
、
演
繹
的
な
構
築
と
い
う
よ
り
は
帰
納
的
な
「
発
見
」
に

近
い
作
業
と
言
え
る
。

　

「
い
わ
ば
、
映
画
の
芸
術
的
な
機
能
と
そ
の
写
真
と
し
て
の
科
学
的
な
表
現
力
の
限
度
と
を

い
か
に
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
、
同
時
に
映
画
そ
の
も
の
の
性
格
を
決
定
づ
け

る
重
大
な
問
題
で
も
あ
る
」
（
165
）

　

野
田
は
、
こ
の
後
、
実
例
を
上
げ
る
中
で
「
伏
線
」
と
か
「
小
道
具
」
と
い
う
言
葉
を
出
し

て
い
る
が
、
た
と
え
ば
「
こ
こ
で
伏
線
を
効
か
せ
る
」
と
か
「
小
道
具
を
売
っ
て
お
く
」
と
い

う
よ
う
な
、
あ
ら
か
じ
め
観
客
に
劇
的
モ
メ
ン
ト
を
そ
れ
と
な
く
提
示
し
て
お
い
て
そ
れ
を
後

か
ら
「
回
収
」
す
る
よ
う
な
方
法
は
、
そ
れ
こ
そ
机
上
に
拡
げ
た
「
コ
ン
ス
ト
」
を
睨
ん
で
可

視
化
し
て
考
え
る
ほ
う
が
効
率
が
良
い
。

　

コ
ン
ス
ト
に
は
、
紙
に
ワ
ン
シ
ー
ン
（
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
）
を
書
い
て
そ
れ
を
「
箱
」
で
囲

ん
で
つ
な
げ
る
式
の
、
俗
に
い
う
「
箱
書
き
」
と
い
う
や
り
方
や
、
カ
ー
ド
を
使
う
や
り
方

等
々
、
い
ろ
い
ろ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

私
が
知
る
、
あ
る
ベ
テ
ラ
ン
ラ
イ
タ
ー
は
、
籠
っ
た
旅
館
の
畳
一
面
に
、
一
場
面
を
ペ
ラ

（
２
０
０
字
詰
原
稿
用
紙
）
一
枚
に
メ
モ
し
た
コ
ン
ス
ト
を
並
べ
、
そ
の
上
を
飛
び
跳
ね
る
よ

う
に
歩
き
回
っ
て
「
構
成
」
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
た
。

　

ま
た
野
田
自
身
も
、
小
津
と
旅
館
に
籠
っ
た
と
き
は
、
ペ
ラ
を
半
切
り
に
し
た
用
紙
を
つ
く

り
、
そ
れ
を
机
の
上
で
あ
あ
で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
動
か
し
な
が
ら
コ
ン
ス
ト
を
つ

く
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

　

以
下
は
、
戦
後
、
野
田
・
小
津
脚
本
の
す
べ
て
を
清
書
し
て
、
後
年
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
に

な
っ
た
野
田
の
長
女
・
山
内
玲
子
の
証
言
で
あ
る
。

　

玲
子　

（
略
）
初
め
の
こ
ろ
は
、
こ
う
、
話
し
な
が
ら
や
り
た
い
こ
と
を
書
き
出
す
ん
で
す

よ
。
例
え
ば
娘
と
父
が
な
に
を
し
て
、
か
に
を
し
た
っ
て
こ
と
を
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展

開
と
は
関
係
な
く
。
バ
ラ
バ
ラ
に
こ
う
い
う
話
を
入
れ
た
い
、
あ
あ
い
う
話
を
入
れ
た

い
と
。

―
例
え
ば
『
晩
春
』
で
言
い
ま
す
と
、
京
都
の
宿
に
笠
（
智
衆
）
さ
ん
と
原
節
子
が
泊
ま

る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
ま
ず
や
り
ま
し
ょ
う
と
。

玲
子　

そ
う
そ
う
。
京
都
に
泊
ま
っ
て
、
あ
そ
こ
で
、
あ
れ
を
メ
イ
ン
に
考
え
て
、
そ
れ
に

こ
う
尾
ひ
れ
を
つ
け
て
い
く
っ
て
い
う
。

―
そ
れ
は
カ
ー
ド
み
た
い
な
も
の
に
書
き
出
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
？

玲
子　

初
め
は
そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
。
こ
れ
く
ら
い
の
カ
ー
ド
を
つ
く
っ
て
。

久
（
玲
子
の
夫
）
そ
れ
を
並
べ
て
、
こ
の
芝
居
は
も
っ
と
前
に
な
き
ゃ
効
か
な
い
よ
み
た
い
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な
こ
と
を
話
し
な
が
ら
形
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
、
こ
れ
は
我
々
も
勉
強
に
な
り
ま

し
た
け
ど
ね
。

玲
子　

原
稿
用
紙
を
こ
れ
く
ら
い
に
切
っ
て
。
六
つ
割
り
…
…
四
つ
割
り
か
な
。

―
そ
れ
を
並
べ
変
え
た
り
し
な
が
ら
ス
ト
ー
リ
ー
が
だ
ん
だ
ん
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。

玲
子　

大
ざ
っ
ぱ
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
も
ち
ろ
ん
先
に
あ
る
の
。
例
え
ば
、
親
子
の
話

で
や
り
ま
し
ょ
う
っ
て
い
う
こ
と
な
ら
、
ど
う
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
し
ま
し
ょ

う
く
ら
い
ま
で
は
あ
っ
て
、
そ
れ
を
組
み
立
て
て
い
く
の
に
、
カ
ー
ド
で
、
こ
の
た
め

に
は
こ
う
い
う
話
が
要
る
。
そ
の
た
め
に
は
こ
れ
は
要
ら
な
い
と
か
や
っ
て
い
く
の
。

　
　
　
　
　
　
　
　

〔
新
・
雲
呼
荘
Ｈ
Ｐ
連
載
「
山
内
久
・
玲
子
聞
き
書
き
」
第
一
回
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇

　

「
序
説
」
か
ら
「
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
（
構
成
）
」
ま
で
、
「
シ
ナ
リ
オ
作
法
」
の
一
通

り
の
解
説
を
終
え
た
野
田
は
、
更
に
一
歩
進
ん
で
シ
ナ
リ
オ
を
掘
り
下
げ
て
い
く
。

　

こ
れ
ま
で
が
、
シ
ナ
リ
オ
づ
く
り
の
い
わ
ば
「
外
形
」
を
語
っ
て
き
た
も
の
と
す
れ
ば
、
い

よ
い
よ
シ
ナ
リ
オ
も
し
く
は
劇
を
「
内
側
」
か
ら
語
り
始
め
る
と
い
え
よ
う
か
。

　

ま
ず
立
て
ら
れ
る
項
目
は
「
局
面
」

―
「
劇
的
局
面
の
発
生
」
で
あ
る
。

　

野
田
は
、
ま
ず
イ
ギ
リ
ス
映
画
『
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ラ
ン
ダ
ー
ス
』
（
１
９
４
６
年
）
を
引
く
。

日
本
軍
の
上
陸
や
爆
撃
に
備
え
て
退
避
し
て
い
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
牛
の
大
群
が
、
水
を
求

め
て
二
頭
、
五
頭
、
十
頭
…
…
と
動
き
始
め
、
や
が
て
そ
れ
を
追
う
牧
童
た
ち
と
の
す
さ
ま
じ

い
追
跡
劇
に
な
っ
て
ゆ
く

―
と
い
う
作
品
ら
し
い
。

　

「
い
わ
ば
、
こ
れ
は
牛
の
生
態
を
描
い
て
そ
こ
に
劇
的
迫
力
を
感
じ
さ
せ
よ
う
と
意
図
し

た
も
の
で
、
事
実
、
ま
た
そ
こ
に
そ
れ
だ
け
の
効
果
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
」

（
176
）
。
野
田
は
、
し
か
し
「
そ
こ
に
は
別
に
人
と
人
と
の
対
立
も
な
く
、
た
だ
牛
の
大
群
が

底
な
し
沼
に
突
進
す
る
の
を
、
牧
人
た
ち
が
必
死
に
な
っ
て
食
い
止
め
よ
う
と
と
す
る
努
力
だ

け
が
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
」
（
176
）
と
い
う
。

　

し
か
し
「
そ
れ
が
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
た
局
面
の
中
で
な
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
立
派

な
盛
り
上
が
り
を
示
し
得
る
」
（
177
）

―
こ
の
場
合
の
「
局
面
」
と
は
「
日
本
軍
の
上
陸
や

爆
撃
」
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
野
田
は
、
以
下
「
脚
本
構
成
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
極
め
て
一
般
的
な
基
準
」

（
199
）
に
つ
い
て
内
外
の
諸
研
究
を
提
示
す
る
。

　

ま
ず
引
か
れ
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
文
芸
評
論
家
ブ
ラ
ン
ダ
ー
・
マ
シ
ュ
ー
ズ
の
文
章
に
引

用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ブ
ル
ン
テ
ィ
エ
ー

ル
よ
る
「
劇
が
わ
れ
わ
れ
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
は
一
つ
の
争
闘
の
形
を
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
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見
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
劇
中
の
主
人
公
は
彼
が
そ
の
全
力
を
尽
く
し
て
そ
れ
の
実
現
の
た

め
に
苦
闘
す
る
何
等
か
の
欲
望
な
り
目
的
な
り
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
177
）
と

い
う
言
葉
で
あ
る
。

　

「
こ
れ
は
、
し
か
し
、
ひ
と
り
マ
シ
ュ
ー
ズ
の
み
な
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
演
劇
学
者

が
肯
定
し
て
い
る
劇
的
局
面
発
生
の
動
因
で
あ
る
」
（
177
）
。

　

「
争
闘
の
な
い
と
こ
ろ
に
ド
ラ
マ
は
な
い
と
い
わ
れ
る
の
も
そ
れ
を
い
う
の
で
、
動
と
反

動
、
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
、
そ
う
い
う
形
が
劇
的
局
面
の
展
開
す
る
基
本
的
条
件
だ
と
い

う
の
で
あ
る
」
（
178
）
。

　

つ
い
で
野
田
は
「
争
闘
の
な
い
と
こ
ろ
に
戯
曲
は
な
い
」
と
い
う
岸
田
国
士
の
言
葉
を
引
い

て
、
「
と
か
く
争
闘
と
か
対
立
と
か
い
う
と
、
何
か
特
に
大
き
な
争
い
ご
と
で
も
起
き
る
と

か
、
あ
る
い
は
善
に
対
し
て
悪
が
拮
抗
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
線
の
太
い
場
合
ば
か
り

を
考
え
が
ち
に
な
ろ
う
が
、
決
し
て
そ
う
い
う
場
合
ば
か
り
を
言
う
の
で
は
な
い
」
（
179
）
と

言
い
、
伊
丹
万
作
の
『
木
綿
太
平
記
』
を
引
い
て
、
人
物
の
性
格
（
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
）
の
対

立
、
も
し
く
は
ズ
レ
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
次
第
に
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
で
劇
的
局
面
は
生
ま

れ
て
く
る
と
言
っ
て
い
る
。

　

こ
の
項
で
野
田
が
書
い
て
い
る
「
葛
藤
」
も
し
く
は
「
葛
藤
相
克
」
と
は
、
ど
ん
な
シ
ナ
リ

オ
の
教
科
書
、
も
し
く
は
戯
曲
の
教
科
書
に
も
、
い
わ
ば
「
第
一
章
」
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、
も
し
こ
の
世
界
に
葛
藤
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
劇
も
し
く
は
「
劇
映

画
」
は
つ
い
に
生
ま
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

ま
さ
に
、
大
き
く
は
戦
争
、
小
さ
く
は
（
と
い
う
の
も
語
弊
が
あ
る
が
）
恋
愛
、
あ
る
い
は

個
人
の
内
面
の
中
で
の
齟
齬
や
分
裂

―
に
至
る
ま
で
、
「
劇
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
葛
藤
を
養

分
と
し
て
育
つ
の
だ
。

　　

つ
い
で
野
田
は
「
劇
的
構
成
の
原
則
」
で
、
で
は
そ
う
い
う
劇
的
局
面
を
ど
う
配
列
し
て
、

い
か
に
ラ
ス
ト
ま
で
維
持
し
て
い
く
か
、
そ
の
原
則
に
つ
い
て
語
る
。

　

「
つ
ま
り
幾
つ
か
の
劇
的
局
面
が
有
機
的
な
連
絡
を
保
っ
て
、
次
第
に
そ
の
頂
点
へ
と
盛
り

上
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
」
（
181
）

　

「
し
か
も
劇
形
態
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
性
質
と
し
て
、
何
ら
か
の
意
味
に
お
け
る
動
作
の

連
続
的
な
表
現
を
必
要
と
す
る
も
の
で(

略)

、
そ
れ
が
動
作
の
欠
乏
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
い
つ
ま
で
も
静
的
描
写
の
み
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
な

く
、
一
つ
の
動
き
が
す
ぐ
ま
た
次
の
動
き
を
呼
び
起
し
つ
つ
進
行
し
て
ゆ
く
よ
う
に
構
成
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
」
（
182
）

　

そ
こ
か
ら
、
「
縦
の
運
び
」
（
プ
ロ
ッ
ト
の
「
展
開
」
に
主
軸
を
置
い
た
、
い
わ
ば
動
的
な

面
）
と
「
横
の
運
び
」
（
雰
囲
気
や
性
格
、
境
遇
な
ど
「
静
的
」
な
面
）
と
い
う
言
葉
が
紹
介

さ
れ
、
以
後
、
ヴ
ィ
ン
セ
ン
ト
・
ミ
ネ
リ
の
『
花
嫁
の
父
』
（
１
９
５
０
年
）
を
引
用
し
て
、
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実
際
は
「
縦
」
も
「
横
」
も
入
り
混
じ
っ
て
運
ば
れ
て
ゆ
く
の
が
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
と
書
く
。

　　

し
か
し
、
野
田
は
更
に
懇
切
に
書
き
進
め
る
。

　

「
い
ま
仮
に
そ
の
『
縦
の
運
び
』
（
す
な
わ
ち
プ
ロ
ッ
ト
を
展
開
さ
せ
て
ゆ
く
面
）
の
み
を

取
り
出
し
て
、
そ
の
劇
が
頂
点
に
達
す
る
ま
で
の
運
び
を
考
え
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
第
二
の

事
件
は
第
一
の
事
件
よ
り
も
調
子
が
高
く
、
第
三
の
事
件
は
第
二
の
事
件
よ
り
も
更
に
調
子
が

高
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
段
階
を
経
て
、
次
第
に
そ
の
緊
迫
感
が
増
し
て
い
る
こ
と
が

感
じ
ら
れ
る
と
思
う
」
（
190
）

　

「
い
っ
た
い
、
劇
中
の
各
事
件
の
相
互
の
関
係
と
い
う
も
の
は
、
た
と
え
ば
鎖
の
輪
の
一
つ

一
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
全
体
へ
の
繋
が
り
を
保
ち
つ
つ
次
第
に
そ
れ
の
鎖
と
し
て
の
長
さ
を
増
し
て

ゆ
く
よ
う
に
、
こ
こ
に
扱
わ
れ
る
事
件
の
一
つ
一
つ
が
次
か
ら
次
へ
と
作
用
し
あ
い
つ
つ
、
い

わ
ば
幾
何
級
数
的
に
そ
の
表
現
量
を
増
し
て
ゆ
く
も
の
で
、
決
し
て
一
つ
の
事
件
だ
け
が
独
立

し
て
効
果
を
あ
げ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
」
（
190
）

　

そ
し
て
野
田
は
、
そ
う
し
た
配
列
の
原
則
を
研
究
し
た
人
々
の
名
前
を
上
げ
て
解
説
す
る
。

　

ま
ず
野
田
が
筆
に
の
せ
る
の
は
、
「
脚
本
構
成
の
そ
う
い
う
段
階
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

る
最
も
古
い
文
献
」
（
190
）
と
し
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
詩
学
』
で
、
す
べ
て
の
悲
劇
（
劇
）
は
、
以
下
の
三
部
分
で
成
り
立

つ
べ
き
だ
と
い
う
。

　　

起
首
（
プ
ロ
ロ
ゴ
ス
）　
　
　

…
…
始

　

中
枢
（
エ
ペ
イ
ソ
デ
イ
オ
ン
）
…
…
中

　

結
尾
（
エ
ク
ソ
ド
ス
）　
　
　

…
…
終

　

こ
う
並
べ
て
も
「
し
か
し
（
略
）
そ
れ
ら
の
各
部
分
が
ど
う
い
う
職
能
を
も
つ
べ
き
か
に
つ

い
て
は
ほ
と
ん
ど
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
」
（
191
）
。

　

た
だ
こ
こ
で
、
野
田
は
一
つ
の
重
要
な
概
念
を
持
ち
出
し
て
い
る
。

　

「
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
か
ら
で
も
、
彼
が
劇
と
い
う
も
の
を
、
単
な
る
断
片
的
な
事

件
の
表
現
と
は
見
ず
に
、
一
つ
の
『
ま
と
ま
っ
た
統
一
体
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
充
分
に
推
察
で
き
る
」
（
191
）

　

こ
の
「
ま
と
ま
っ
た
統
一
体
」
こ
そ
、
シ
ナ
リ
オ
作
家
が
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
の
限
り
を
尽
く

し
、
か
つ
彼
の
「
感
性
」
を
傾
け
、
そ
の
上
で
彼
の
「
テ
ー
マ
」
を
賭
け
て
目
指
す
実
体
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　

な
ぜ
な
ら
「
ま
と
ま
り
を
欠
い
た
も
の
」
は
、
そ
の
部
分
部
分
が
も
つ
力
が
分
散
し
、
拡
散

し
、
な
に
よ
り
も
「
受
け
手
の
心
に
届
か
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
届
い
た
と
し
て
も
、
歪
ん
で

届
い
た
り
曲
が
っ
て
届
い
た
り
し
て
、
作
家
の
当
初
の
主
題
と
は
遠
く
離
れ
た
も
の
が
観
客
の
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心
象
に
残
る
こ
と
に
な
る
…
…
。

　　

〇
早
く
に
母
親
を
亡
く
し
て
二
人
だ
け
で
暮
ら
し
て
い
る
父
と
娘
が
い
る
。

　

〇
親
切
な
叔
母
が
娘
の
結
婚
を
心
配
す
る
。

　

〇
し
か
し
娘
は
父
と
の
暮
ら
し
に
自
足
し
て
い
る
。

　

〇
父
は
一
計
を
案
じ
某
未
亡
人
と
の
結
婚
を
偽
装
す
る
。

　

〇
娘
は
激
し
く
反
発
す
る
。

　

〇
父
と
娘
は
葛
藤
の
末
、
許
し
合
う
。

　

〇
娘
は
結
婚
す
る
。

　

―
こ
れ
は
野
田
と
小
津
の
『
晩
春
』
（
１
９
４
９
年
）
の
骨
子
を
書
い
て
み
た
も
の
だ

が
、
こ
の
文
脈
に
、
こ
の
テ
ー
マ
に
沿
う
限
り
例
え
ば
「
戦
争
」
や
「
生
活
」
の
問
題
は
出
し

よ
う
が
な
い
。

　

い
や
作
家
の
構
え
方
、
テ
ー
マ
の
切
り
取
り
方
次
第
で
は
、
そ
こ
に
「
戦
争
」
や
「
生
活
」

の
問
題
を
持
ち
込
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
と
き
は
右
に
挙
げ
た
骨
子
か

ら
大
き
く
逸
脱
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
場
合
、
そ
れ
が
「
ま
と
ま
っ
た
統
一
体
」
で
あ
り
う
る
か
ど
う
か
。

　

結
果
、
受
け
手
に
十
全
に
「
届
く
」
か
ど
う
か
、
作
品
の
好
き
嫌
い
は
別
と
し
て
、
そ
れ

が
、
ま
ず
野
田
が
な
に
よ
り
も
「
劇
」
は
「
ま
と
ま
っ
た
統
一
体
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
理
由
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
野
田
は
起
首
と
は
「
プ
ロ
ッ
ト
の
説
き
起
こ
し
の
部
分
」
（
190
）
、
中
枢
と
は
「
そ

の
プ
ロ
ッ
ト
が
発
展
し
て
い
わ
ゆ
る
劇
の
中
心
を
な
す
部
分
」
（
190
）
、
結
尾
と
は
「
さ
ま
ざ

ま
に
発
展
し
た
プ
ロ
ッ
ト
が
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
終
り
を
告
げ
る
部
分
」
（
190
）
で
、
そ
う
し

て
劇
は
全
体
と
し
て
、
受
け
手
の
心
の
奥
深
く
に
届
く
も
の
と
す
る
。

　

た
だ
し
後
年
、
私
が
野
田
の
指
導
を
受
け
た
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
か
ら
聞
い
た
直
話
で
は
、

自
分
の
シ
ナ
リ
オ
の
改
訂
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
と
き
、
「
野
田
さ
ん
の
指
導
を
受
け
る

と
、
ど
う
し
て
も
ま
と
ま
り
が
良
く
な
り
過
ぎ
て
不
満
だ
っ
た
」
と
も
い
う
。

　　

し
か
し
後
年
の
そ
う
し
た
不
満
は
よ
そ
に
、
次
に
野
田
が
引
く
の
は
日
本
中
世
の
能
作
者
・

世
阿
弥
の
原
則
で
あ
る
。

　　

序

―
一
段

　
　
　
　
　

前
段

　

破

―
中
段

　
　
　
　
　

後
段

　

急

―
一
段
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「
能
そ
の
も
の
の
形
態
は
（
略
）
そ
の
構
成
様
式
を
直
ち
に
そ
の
ま
ま
一
般
の
劇
に
あ
て
は

め
て
考
え
る
こ
と
は
無
理
だ
が
（
略
）
、
脚
本
構
成
の
理
論
そ
の
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
私
自

身
の
多
少
独
断
的
な
判
断
を
を
も
ま
じ
え
つ
つ
、
世
阿
弥
の
作
品
そ
の
も
の
に
つ
い
て
こ
の
五

段
説
を
検
討
し
て
み
る
と
」
（
192
）

　

序
、
す
な
わ
ち
発
端
に
お
い
て
は
、
劇
の
方
向
や
性
質
・
環
境
な
ど
が
暗
示
さ
れ
る
。

　

破
、
す
な
わ
ち
中
枢
部
で
は
、
前
段
で
は
人
物
相
互
の
関
係
や
劇
的
局
面
が
次
第
に
錯
綜
し

始
め
、
中
段
に
お
い
て
は
劇
的
事
情
が
い
っ
そ
う
複
雑
に
な
り
、
人
物
の
性
格
的
な
動
き
な
ど

が
細
か
く
描
写
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
形
が
そ
の
ま
ま
後
段
に
及
ん
で
、
そ
こ
で
全
曲
の
主
題
が

明
瞭
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

急
、
す
な
わ
ち
終
曲
の
部
分
で
は
、
全
曲
が
収
拾
さ
れ
て
終
わ
り
を
告
げ
る
部
分
で
、
こ
こ

に
至
る
ま
で
に
布
置
さ
れ
て
来
た
さ
ま
ざ
ま
な
劇
的
事
情
が
一
つ
の
線
に
落
ち
合
っ
て
、
そ
こ

の
全
曲
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
生
ま
れ
、
か
く
て
主
題
が
解
明
さ
れ
て
終
わ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
し
て
次
に
野
田
が
紹
介
す
る
の
が
、
世
阿
弥
の
徳
川
期
に
お
け
る
継
承
者
、
す
な
わ
ち
近

松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
作
者
並
木
五
瓶
ら
へ
の
影
響
で
あ
る
。

　　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

序

　
　
　
　
　

仕
組　
　
　
　
　
　
　

承

　

世
界　
　
　
　
　
　
　

破

　
　
　
　
　

趣
好　
　
　
　
　
　
　

転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

急

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結

　

並
木
五
瓶
の
『
戯
財
録
』
の
中
に
あ
る
と
い
う
右
の
図
を
引
い
て
、
野
田
は
「
世
界
」
と
は

「
あ
る
特
定
の
時
代
的
な
背
景
を
も
っ
た
題
材
」
と
し
、
「
世
界
」
が
決
定
さ
れ
る
と
、
次
に

い
く
つ
か
の
副
次
的
挿
話
が
織
り
込
ま
れ
、
そ
れ
が
「
趣
好
」
で
あ
り
、
か
く
し
て
主
要
事
件

と
副
次
的
挿
話
と
が
適
当
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
一
つ
の
統
一
さ
れ
た
プ
ロ
ッ
ト
と
し
て
の

「
仕
組
」
を
も
つ
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
。

　

そ
し
て
「
こ
こ
ま
で
が
脚
本
以
前
の
、
い
わ
ば
準
備
行
動
と
も
い
う
べ
き
仕
事
」
（
195
）

で
、
以
上
の
準
備
が
整
う
と
、
そ
こ
で
初
め
て
序
破
急
の
法
則
に
よ
る
脚
本
製
作
の
仕
事
が
始

ま
る
と
い
う
。
（
こ
の
「
仕
組
」
と
「
趣
好
」
の
仕
事
は
、
一
体
の
も
の
だ
と
い
う
意
味
で
、

野
田
は
、
そ
の
相
互
に
横
線
を
引
い
た
図
を
用
意
し
て
い
る
）
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同
時
に
野
田
は
、
日
本
か
ら
離
れ
、
グ
ス
タ
フ
・
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
な
ど
西
欧
の
劇
構
成
の
研

究
に
も
触
れ
て
い
く
。

　

「
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
は
、
希ギ

リ
シ
ャ臘
劇
や
沙
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア翁
劇
や
ゲ
ー
テ
や
シ
ラ
ー
の
戯
曲
に
つ
い
て
、
そ
の

構
成
方
法
を
検
討
し
た
結
果
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
三
部
五
点
説
を
唱
え
」
（
196
）
、
そ
の
著
書

『
劇
作
法
』
で
、
以
下
の
よ
う
な
図
を
示
し
て
い
る
と
い
う
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

a   

（
a
）
導
入
の
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
ｂ　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
b
）
上
昇
の
部
分

　
　

c　
　
　

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

     

（
c
）
頂
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ｄ　
　
　
　
　
　
　
　

  

（
d
）
下
降
、
あ
る
い
は
反
転
の
部
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

e   

（
e
）
破
局
の
部
分

　　

フ
ラ
イ
タ
ー
ク
に
よ
れ
ば
、
劇
は
「
興
奮
要
因
」
「
悲
劇
要
因
」
「
最
後
の
緊
張
の
要
因
」

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
「
劇
は
興
奮
要
因
の
出
現
に
よ
っ
て
導
入
部
か
ら
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
ま

で
は
上
昇
し
、
そ
こ
か
ら
破
局
ま
で
は
下
降
す
る
」
（
196
）
と
す
る
。

　

し
か
し
野
田
に
よ
れ
ば
、
「
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
脚
本
構
成
の
法
則
は
少
な
く
と
も

近
代
劇
が
起
こ
る
以
前
に
は
、
ほ
と
ん
ど
支
配
的
な
権
威
を
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
が
」

（
197
）
「
近
代
劇
の
勃
興
と
共
に
、
劇
そ
の
も
の
の
内
容
が
、
物
語
よ
り
も
む
し
ろ
性
格
の
描

写
や
心
理
の
表
現
に
力
点
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
自
然
、
脚
本
の
構
成
方
法
と
し
て

も
、
そ
う
い
う
人
間
性
を
追
求
す
る
の
に
相ふ

さ
わ応
し
い
形
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
」
（
197
）
な
っ

た
。

　

「
と
は
い
え
、
シ
ナ
リ
オ
の
場
合
は
、
劇
映
画
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
考
え
て
も
、
三
部
な

い
し
五
段
の
構
成
方
法
か
ら
全
然
離
れ
き
る
も
の
で
は
な
い
」
（
197
）
「
特
に
シ
ナ
リ
オ
の
場

合
、
そ
の
構
成
が
重
要
視
さ
れ
る
所ゆ

え
ん以
は
、
た
と
え
ば
個
々
の
場
面
や
個
々
の
人
物
や
個
々
の

セ
リ
フ
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
全
体
に
対
す
る
部
分
の
重
要
さ
を
持
つ
も
の
で
、
単
独
に
は
決

し
て
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
決
定
的
な
の
は
主
題
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
統
一
体
と
し

て
の
全
体
の
印
象
」
（
197
）
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。

　

つ
ま
り
野
田
は
、
旧
来
の
「
劇
」
一
般
と
違
っ
て
、
シ
ナ
リ
オ
は
、
古
い
構
成
原
理
を
持
っ

た
ま
ま
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
し
て
「
個
々
の
場
面
や
個
々
の
人
物
や
個
々
の
セ
リ

フ
」
が
突
出
す
る
よ
う
な
古
い
作
劇
は
否
定
し
て
、
が
、
し
か
し
「
映
画
」
で
あ
る
以
上
、
三

部
な
い
し
五
段
の
構
成
方
法
か
ら
全
然
離
れ
き
る
も
の
で
は
な
い
」
（
197
）
と
言
い
、
し
か

し
、
あ
く
ま
で
も
大
事
な
の
は
、
「
主
題
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
統
一
体
と
し
て
の
全
体
の

印
象
」
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　

そ
こ
で
、
野
田
は
、
劇
一
般
か
ら
離
れ
、
幾
つ
か
の
「
シ
ナ
リ
オ
」
に
特
化
し
た
構
成
の
原
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則
に
言
及
し
て
い
く
。

　　

発
端

　

葛
藤

　

危
機

　

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

　

結
末

　　

あ
る
い
は
、

　　

導
入
部
（
発
端
部
）

　

展
開
部
（
葛
藤
部
）

　

解
明
部

　　

更
に
、
当
時
一
種
の
権
威
を
も
っ
て
い
た
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
映
画
大
学
」
教
科
書
が
教
え
る

劇
的
構
成
。

　　

提
示　
　

―
主
要
人
物
、
場
所
、
時
代
、
前
触
れ
的
葛
藤
等
の
紹
介
。

　

仕
組　
　

―
提
示
部
分
の
事
情
の
一
端
が
崩
れ
、
重
要
な
葛
藤
に
導
く
。

　

展
開　
　

―
発
生
し
た
葛
藤
の
発
展
、
複
雑
化
。

　

頂
点　
　

―
最
大
の
葛
藤
。

　

結
末　
　

―
争
闘
の
最
後
の
一
点
。
事
件
の
終
結
。

　　

さ
ら
に
は
、
劇
全
体
を
前
半
「
ヌ
ー
マ
ン
」
（
結
び
合
わ
せ
）
、
後
半
「
デ
ヌ
ー
マ
ン
」

（
ほ
ど
く
）
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
る
と
い
う
、
こ
ん
に
ち
で
は
あ
ま
り
お
眼
に
掛
か
ら
な
い

見
方
も
紹
介
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
項
の
最
後
に
、
野
田
は
も
っ
と
も
大
事
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。

　

「
以
上
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
は
、
脚
本
構
成
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
極
め
て
一
般
的
な

基
準
で
あ
り(

略)

、
し
か
し
基
準
は
基
準
と
し
て
一
応
知
っ
て
お
く
こ
と
も
無
駄
で
は
な
か
ろ

う
」
（
199
）
。

　

も
の
を
創
る—

—

と
は
、
そ
れ
を
創
ろ
う
と
発
意
し
、
計
画
し
、
考
え
、
筆
を
取
り
（
あ
る

い
は
パ
ソ
コ
ン
を
開
き
）
、
試
行
し
、
錯
誤
し
、
自
分
の
「
知
性
」
と
「
感
性
」
の
す
べ
て
を

使
っ
て
行
な
う
実
存
的
な
企
て
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
と
き
、
必
ず
来
る
の
が
「
迷
い
」
で
あ
る
。
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あ
る
い
は
、
ワ
ケ
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
五
里
霧
中
の
中
で
遭
難
す
る
。

　

そ
う
い
う
と
き
「
理
論
」
が
あ
る
、
と
野
田
は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

―
自
分
と
て
、
こ
こ
に
書
く
リ
ク
ツ
通
り
に
シ
ナ
リ
オ
が
書
け
る
わ
け
は
な
い
。

　

し
か
し
、
困
っ
た
り
迷
っ
た
り
し
た
と
き
は
、
一
度
「
理
論
」
に
立
ち
戻
っ
て
考
え
る
。

　

野
田
が
「
一
応
知
っ
て
お
く
こ
と
も
無
駄
で
は
な
か
ろ
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い

う
意
味
で
あ
る
。

　　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇　
　
　
　
　
　
　
　

　　

以
後
、
野
田
は
前
項
ま
で
に
書
い
て
き
た
「
発
端
」
「
フ
ァ
ー
ス
ト
シ
ー
ン
」
「
葛
藤
」

「
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
」
「
結
末
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
具
体
例
に
沿
っ
て
解
説
し
て
ゆ
く
。

ま
た
、
こ
の
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
、
先
人
た
ち
が
い
か
に
そ
れ
ぞ
れ
の

「
シ
ー
ン
」
を
つ
く
り
あ
げ
た
て
き
た
か
の
実
例
集
で
も
あ
る
。

　

ま
ず
引
用
さ
れ
る
の
は
一
九
四
四
年
版
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
キ
ュ
ー
カ
ー
監
督
『
ガ
ス
灯
』
で
あ

る
が
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
実
例
が
示
さ
れ
、
分
析
さ
れ
、
こ
こ
は
野
田
が
先
に
提
示
し
た

「
シ
ナ
リ
オ
的
感
覚
」
の
実
際
に
触
れ
る
、
さ
な
が
ら
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム
だ
と
言
え
よ
う

か
。

　

事
実
、
こ
こ
は
、
例
え
ば
抽
象
的
に
「
発
端
」
と
呼
ば
れ
る
部
分
を
『
ガ
ス
灯
』
の
シ
ナ
リ

オ
は
ど
う
具
体
化
し
、
描
い
た
か
を
示
し
、
そ
れ
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
野
田
の
論
評
も
「
抽

象
」
と
「
具
体
」
を
往
復
し
、
文
字
通
り
「
シ
ナ
リ
オ
的
感
覚
」
を
フ
ル
に
使
う
部
分
に
な
っ

て
い
る
。

　　

発
端

　

野
田
は
『
ガ
ス
灯
』
の
ト
ッ
プ
シ
ー
ン
（
導
入
部
）
を
ま
ず
紹
介
し
、
そ
の
「
謎
に
満
ち

た
」
映
画
の
①
環
境
。
②
人
物
。
③
劇
的
事
情
（
事
件
）
の
性
質
と
方
向
の
暗
示
、
等
が
示
さ

れ
る
と
い
う
。

　

「
こ
の
部
分
は
別
に
導
入
部
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
然
白
紙
の
状
態
に
あ
る
観
客

に
対
し
て
、
そ
の
以
後
に
示
さ
れ
る
劇
的
葛
藤
を
理
解
す
る
た
め
の
予
備
知
識
を
与
え
て
お
く

部
分
で
あ
る
」
（
204
）

　

「
こ
の
部
分
で
の
最
も
重
要
な
仕
事
が
『
説
明
』
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
が
、
し
か

し
『
説
明
』
は
そ
の
性
質
か
ら
み
て
そ
れ
自
体
と
し
て
は
劇
局
面
と
な
り
得
な
い
も
の
だ
か

ら
、
そ
う
い
う
点
か
ら
い
っ
て
も
こ
の
部
分
が
で
き
る
だ
け
適
格
簡
明
な
挿
話
に
よ
っ
て
、
単

な
る
『
説
明
』
に
終
ら
な
い
よ
う
に
処
理
せ
ら
る
べ
き
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
シ
ナ
リ
オ
の
鉄
則

だ
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
」
（
206
）
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フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ー
ン

　

「
由
来
、
観
客
心
理
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
に
余
程
の
非
論
理
的
な
不
自
然
さ
が
な
い
限

り
、
そ
の
眼
前
に
提
示
さ
れ
る
事
柄
を
そ
の
ま
ま
正
直
に
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
も
の
で
あ

る
」
（
208
）

　

「
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ー
ン
は
そ
う
い
う
観
客
心
理
を
掴
ん
で
、
ま
ず
最
初
に
観
客
を
そ
の
劇

の
世
界
の
中
へ
導
き
入
れ
る
職
分
を
持
っ
て
い
る
」
（
208
）

　

「
い
う
ま
で
も
な
く
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ー
ン
は
前
に
何
ら
の
連
絡
も
な
く
、
し
か
も
後
に

は
最
後
に
至
る
ま
で
の
数
多
く
の
事
件
や
挿
話
を
従
え
て
、
文
字
通
り
観
客
へ
の
第
一
印
象
と

な
り
、
そ
の
劇
の
傾
向
や
性
質
ま
で
を
も
予
感
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
」
（
208
）

　

そ
し
て
野
田
は
『
オ
ペ
ラ
・
ハ
ッ
ト
』
（
１
９
３
６
年
）
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ー
ン
を
鮮
や

か
な
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
が
、
「
し
か
し
、
い
か
な
る
場
合
に
も
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ー
ン
は

か
く
の
ご
と
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
の
最
も
重
要

な
点
は
い
か
に
し
て
観
客
を
そ
の
劇
中
に
引
き
入
れ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
」
（
210
）
と
言

い
、
「
機
縁
」
や
「
環
境
」
か
ら
始
ま
る
ば
か
り
で
な
く
、
い
き
な
り
「
人
物
」
の
紹
介
か
ら

始
ま
る
フ
ァ
ー
ス
ト
・
シ
ー
ン
も
あ
る
と
『
生
け
る
パ
ス
カ
ル
』
（
１
９
３
６
年
）
の
例
を
引

く
。
こ
れ
は
、
ま
ず
最
初
に
人
物
を
提
示
し
、
そ
の
行
動
と
共
に
次
々
と
「
環
境
」
や
「
事

件
」
の
紹
介
に
移
っ
て
ゆ
く
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

　

ま
た
、
映
画
の
冒
頭
に
「
字
幕
」
や
「
ア
ナ
ウ
ン
ス
」
に
よ
っ
て
、
人
物
や
環
境
を
解
説
す

る
『
間
諜
Ｘ
２
７
号
』
（
１
９
３
１
年
）
や
『
心
の
旅
路
』
（
１
９
４
２
年
）
の
例
を
引
き
、

「
こ
れ
も
ま
た
観
客
を
滑
ら
か
に
そ
の
物
語
の
雰
囲
気
の
中
へ
引
き
入
れ
て
ゆ
く
一
つ
の
手
法

だ
と
い
え
よ
う
」
（
215
）
と
し
て
い
る
。

　　

葛
藤

　

こ
こ
の
記
述
は
、
劇
と
い
う
も
の
の
「
中
枢
部
」
で
あ
る
だ
け
に
、
い
き
お
い
抽
象
的
な
も

の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ど
ん
な
「
劇
」
も
、
こ
の
部
分
こ
そ
が
中
心
で
、
そ
の
分
、
さ
ま

ざ
ま
な
表
現
や
組
み
立
て
が
可
能
で
、
そ
れ
を
一
般
化
す
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

野
田
は
、
こ
こ
で
も
『
ガ
ス
灯
』
を
例
に
引
き
な
が
ら
、

「
発
端
部
に
お
い
て
各
人
物
の
性
格
や
相
互
関
係
な
ど
が
一
応
紹
介
さ
れ
、
そ
こ
に
扱
わ
れ

る
局
面
の
大
体
の
事
情
が
暗
示
さ
れ
終
る
と
、
劇
は
い
よ
い
よ
そ
こ
か
ら
そ
の
主
体
た
る
葛

藤
相
克
の
相
貌
を
濃
く
し
つ
つ
そ
の
中
枢
部
へ
向
か
っ
て
展
開
す
る
」
（
219
）
と
書
く
。

　

「
葛
藤
は
、
大
体
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
系
列
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

主
体
的
葛
藤
（M

ajor Com
plication

）

　
　
　

傍
系
的
葛
藤
（M

inor Com
plication

） 

　

前
者
は
主
題
の
解
明
に
直
接
的
に
関
与
す
る
事
件
の
系
列
を
さ
し
、
後
者
は
主
系
の
表
現

を
一
層
適
格
な
ら
し
め
る
た
め
の
補
助
的
な
役
目
を
す
る
事
件
の
系
列
を
い
う
の
だ
が
、
し
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か
し
、
こ
の
両
者
は
、
決
し
て
は
な
れ
ば
な
れ
の
も
の
で
は
な
く
、
主
系
と
傍
系
と
が
混
然

と
結
び
合
っ
て
、
一
つ
の
大
き
な
効
果
を
あ
げ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
222
）

「
多
く
の
場
合
、
幾
つ
か
の
事
件
（
挿
話
）
が
相
関
連
し
て
起
こ
り
、
そ
れ
が
互
い
に
絡
み

合
い
縺
れ
合
っ
て
、
次
第
に
上
昇
す
る
波
状
の
曲
線
を
描
き
つ
つ
主
題
を
解
明
し
て
ゆ
く
」

（
222
）
。

　

「
従
っ
て
、
伏
線
と
か
、
省
略
と
か
、
危
惧
感
（
サ
ス
ペ
ン
ス
）
と
か
、
そ
の
他
さ
ま
ざ

ま
な
技
巧
が
最
も
有
効
に
使
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
主
と
し
て
こ
の
葛
藤
の
部
分

で
あ
り
、
と
に
か
く
、
こ
の
部
分
で
は
内
容
の
発
展
に
充
分
意
を
用
い
る
と
共
に
、
そ
の
表

現
の
上
で
も
ま
た
充
分
に
新
鮮
な
工
夫
が
施
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
（
224
）

危
機

　

野
田
は
「
（
危
機
が
）
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
異
な
る
点
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
葛
藤
の
燃

焼
点
と
は
な
ら
ず
、
あ
た
か
も
火
花
を
散
ら
す
か
の
如
く
に
思
わ
れ
な
が
ら
、
何
ら
か
の
方

法
に
よ
っ
て
横
に
そ
ら
さ
れ
て
、
そ
の
ま
ま
緩
和
さ
れ
る
と
い
う
点
に
あ
る
」
（
224
）
と
い

う
。

　

こ
れ
は
、
前
に
出
た
「
傍
系
的
葛
藤
」
が
「
小
出
し
に
」
顔
を
出
し
て
、
し
か
し
決
定
的

な
破
局
に
は
至
ら
ず
一
旦
は
「
緩
和
さ
れ
」
、
し
か
し
よ
り
大
き
な
そ
れ
を
準
備
し
て
ゆ
く

過
程
と
い
え
る
。

　

「
と
も
か
く
も
、
そ
こ
に
至
っ
て
は
劇
は
安
危
の
転
換
点
に
達
し
、
か
く
て
そ
こ
に
最
後

の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
が
待
た
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
（
230
）

　　

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

「
そ
の
麓(

ふ
も
と)

の
発
端
か
ら
幾
た
び
か
の
曲
折
を
経
て
次
第
に
上
昇
し
て
き
た
劇
的
局

面
が
、
そ
の
最
大
の
危
機
か
ら
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
最
後
に
登
り
つ
め
る
劇
的
頂
点
で

あ
り
、
従
っ
て
そ
の
劇
の
精
神
が
最
も
明
確
に
昂
揚
さ
れ
、
主
題
の
意
義
が
的
確
に
表
明
さ

れ
る
部
分
で
あ
る
」
（
231
）

　

こ
こ
で
野
田
は
、
１
９
３
８
年
の
フ
ラ
ン
ス
映
画
『
格
子
な
き
牢
獄
』
で
の
例
を
引
い
て

い
る
が
、
場
面
は
そ
の
ラ
ス
ト
近
く
、
感
化
院
の
不
良
少
女
ネ
リ
ー
が
、
新
任
院
長
イ
ヴ
ォ
ン

ヌ
や
他
の
不
良
処
女
た
ち
の
追
求
に
よ
っ
て
「
医
務
室
か
ら
ア
ル
コ
ー
ル
を
盗
ん
だ
の
は
自
分

で
あ
る
」
と
白
状
さ
せ
ら
れ
た
挙
句
、
そ
の
後
さ
ら
に
そ
の
奥
に
ひ
そ
ん
で
い
た
事
実—

—

イ

ヴ
ォ
ン
ヌ
の
婚
約
者
で
あ
る
医
者
と
、
心
な
ら
ず
も
寝
て
い
た
事
実
を
暴
か
れ
る
場
面
で
あ

る
。

「
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
右
の
例
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
性
格
や
心
理
が
事
件
的
な
葛
藤
に

絡
ん
で
発
展
し
た
結
果
、
当
然
避
け
難
い
も
の
と
し
て
訪
れ
て
く
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
（
237
）
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「
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
ま
た
、
充
分
に
強
靱
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
強
靱
と
い
う
こ
と

は
、
勿
論
、
カ
セ
を
絡
ん
で
揉
み
に
揉
み
、
い
や
が
上
に
も
押
し
ま
く
る
と
い
う
よ
う
な
、
そ

う
い
う
外
面
的
な
線
の
太
さ
を
い
う
の
で
は
な
い
。
突
い
て
も
崩
れ
ず
押
し
て
も
揺
る
が
な
い

内
面
的
な
重
量
感
を
い
う
の
で
あ
る
」
（
238
）

　

さ
ら
に
野
田
は
、
当
時
の
指
導
的
理
論
家
だ
っ
た
小
林
勝
の
文
章
を
引
い
て
、
「
ア
ン

テ
ィ
・
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
」
に
つ
い
て
語
る
。

　

小
林
は
言
う
。

「
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
引
き
続
い
て
、
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
の
い
う
『
下
り
』
（
下
降
）
ま
た
は
転

向
（
反
転
）
が
あ
る
こ
と
を
再
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
（
略
）
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行

き
つ
い
て
、
さ
て
そ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
と
き
に
現
れ
る
の
が
『
下
り
』
ま
た
は
転
向

で
あ
る
。(

略)

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
極
点
ま
で
昂
め
ら
れ
た
観
衆
の
感
情
は
、
転
向
に

よ
っ
て
芸
術
的
な
感
情
に
変
化
す
る
」

　

野
田
も
「
大
体
こ
の
説
に
賛
成
」
（
240
）
で
あ
る
と
い
い
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て

「
ペ
リ
・
ぺ
テ
ィ
ア
」
（
急
転
）
と
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
ア
ン
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス

は
、
例
え
ば
『
格
子
な
き
牢
獄
』
で
言
え
ば
、
新
任
院
長
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
が
、
最
後
に
ネ
リ
ー
を

許
し
、
赦
免
状
を
出
し
て
「
初
め
て
微
笑
を
う
か
べ
る
」
場
面
を
指
す
と
い
う
。

　

フ
ラ
イ
タ
ー
ク
に
よ
れ
ば
「
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
そ
こ
を
頂
点
と
し
て
上
昇
し
て
き
た
劇

的
事
情
が
そ
こ
で
更
に
新
し
い
悲
劇
的
要
因
を
は
ら
ん
で
下
降
し
て
ゆ
く
部
分
で
、
作
家
自
身

の
人
柄
が
一
番
は
っ
き
り
感
じ
ら
れ
る
の
も
こ
の
部
分
だ
が
、
し
か
し
劇
自
体
と
し
て
は
各
人

物
の
相
克
が
既
に
宿
命
的
な
結
末
に
近
づ
い
て
い
る
の
で
、
従
っ
て
観
客
の
関
心
は
、
頂
点
ま

で
は
主
要
人
物
の
と
っ
た
方
向
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
を
過
ぎ
る
と
静
止
の
瞬
間

が
生
ま
れ
、
観
客
の
緊
張
は
別
の
新
し
い
も
の
に
向
か
っ
て
起
こ
さ
れ
て
い
る
」
（
242
）
。

「
観
客
は
諸
々
の
事
件
の
因
果
関
係
を
既
に
理
解
し
、
作
家
の
最
後
の
意
図
を
悟
っ
て
い
る
。

作
家
は
今
は
観
客
を
最
高
の
作
用
の
虜
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
（
242
）

　

つ
ま
り
野
田
と
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
は
、
劇
が
、
上ゝ
昇ゝ
すゝ
るゝ
「
ピ
ー
ク
」
で
終
る
は
ず
は
な
く
、

そ
の
後
の
下ゝ
降ゝ
すゝ
るゝ
「
余
韻
」
ま
た
は
そ
の
劇
の
「
意
味
す
る
と
こ
ろ
」
の
上
昇
・
下
降
の
両

方
に
目
配
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
傍
点
引
用
者
）

　
結
末

　

そ
し
て
、
劇
に
終
り
が
あ
る
以
上
、
必
ず
迎
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
「
結
末
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

あ
る
事
件
を
巡
っ
て
、
あ
る
い
は
あ
る
人
物
を
巡
っ
て
展
開
し
て
き
た
ド
ラ
マ
は
、
こ
こ
に

お
い
て
つ
い
に
そ
の
「
終
幕
」
を
迎
え
る
。

　

こ
こ
で
野
田
が
繰
り
返
す
の
が
、
前
に
も
出
た
「
組
み
立
て
ら
れ
た
全
体
」
と
い
う
言
葉
で
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あ
る
。

「
作
家
は
無
限
の
人
生
の
事
実
の
中
か
ら
彼
が
最
も
心
を
惹
か
れ
た
部
分
を
中
心
と
し
て

そ
の
題
材
を
切
り
取
っ
て
く
る
の
だ
か
ら
、
所
詮
そ
こ
に
扱
わ
れ
る
各
人
物
の
生
活
そ
の
も
の

は
い
ず
れ
も
そ
の
全
生
活
の
中
途
か
ら
始
ま
っ
て
中
途
で
終
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
も

の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
も
し
作
家
の
テ
ー
マ
が
明
確
に
掴
ま
れ
て
い
な
か
た
っ
た
ら
、
結
局
そ

の
作
品
は
『
組
み
立
て
ら
れ
た
全
体
』O

rganic　

w
hole 

と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
見
失
う
こ

と
に
な
」
る
。
（
244
）

　

こ
こ
で
野
田
は
田
坂
具
隆
の
『
路
傍
の
石
』
（
１
９
３
８
年
）
の
ラ
ス
ト
で
、
不
遇
の
中
に

育
っ
た
少
年
・
吾
一
が
、
引
き
取
ら
れ
た
家
の
母
娘
の
た
び
重
な
る
イ
ジ
メ
に
合
い
、
つ
い
に

最
後
、
掃
除
を
し
て
い
た
ラ
ン
プ
の
「
ホ
ヤ
」
を
叩
き
割
っ
て
家
を
出
て
い
く
場
面
を
引
用
し

て
い
る
。

　

〇
家
の
前

　
　
　
　

吾
一
、
出
て
ゆ
く
。　

　

〇
小
路

―
本
通
り

　
　
　
　

吾
一
、
小
路
を
本
通
り
の
方
へ
進
ん
で
ゆ
く
。

　
　
　
　

都
会
の
騒
音
が
波
の
よ
う
に
寄
せ
て
く
る
。

　
　
　
　

吾
一
姿
が
見
え
な
く
な
る
。

「
こ
れ
が
全
編
の
結
末
で
、
（
略
）
仮
に
今
、
こ
の
あ
と
に
幾
つ
か
の
劇
的
局
面
を
設
定
し

て
、
よ
り
以
上
に
劇
的
事
件
を
盛
り
上
げ
て
ゆ
く
と
し
て
も
、
そ
の
方
法
次
第
で
は
、
そ
の
た

め
に
特
に
不
自
然
さ
が
目
に
立
つ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
な
い
か
し
れ
な
い
。
が
、
し
か
し
、

作
家
が
意
図
し
た
内
容
か
ら
い
え
ば
、
（
略
）
今
後
、
こ
の
少
年
は
お
そ
ら
く
何
者
に
向
か
っ

て
も
敢
然
と
し
て
立
ち
向
か
っ
て
ゆ
く
だ
け
の
強
い
精
神
を
持
っ
て
生
き
て
ゆ
く
だ
ろ
う
こ
と

を
予
測
せ
し
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
は
や
テ
ー
マ
は
語
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
」
（
248
）
「
一

見
、
な
お
ま
だ
展
開
の
余
地
が
あ
り
そ
う
に
見
え
る
こ
の
結
末
も
、
そ
の
『
組
み
立
て
ら
れ
た

全
体
』
と
し
て
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
立
派
に
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
」
（
249
）

　　

そ
し
て
、
こ
こ
で
野
田
は
、
以
上
の
記
述
が
ひ
ろ
く
「
劇
」
と
一
般
で
あ
る
こ
と
が
気
に

な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
以
後
し
ば
ら
く
「
映
画
」
に
固
有
の
問
題
を
追
及
す
る
。

　

章
の
項
目
は
「
映
画
的
構
成
」
そ
し
て
小
項
目
は
「
シ
ナ
リ
オ
的
構
成
」
で
あ
る
。

　

「
こ
れ
ま
で
に
発
端
か
ら
結
末
ま
で
一
応
順
を
追
っ
て
述
べ
て
は
来
た
が
、
こ
れ
は
（
略
）

一
般
の
『
劇
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
す
べ
て
に
適
用
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
映
画
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の
上
に
参
さ
ん
し
ゃ
く酌
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
ま
た
映
画
は
映
画
と
し
て
の
構
成
の
特
質
が
充
分
に

考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
257
）

　

「
細
流
が
あ
り
奔
湍
が
あ
り
、
時
に
は
万
古
の
碧
を
た
た
え
て
淀
み
、
ま
た
時
に
は
千
丈
の

滝
と
な
っ
て
落
ち
る
と
こ
ろ
に
水
流
の
面
白
さ
が
あ
り
美
し
さ
が
あ
る
よ
う
に
、
シ
ナ
リ
オ
の

構
成
も
ま
た
映
画
と
し
て
の
流
れ
を
闊
達
自
在
に
駆
使
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
真
価
が
発
揮
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
時
に
は
あ
る
か
な
き
か
の
微
風
が
そ
よ
そ
よ
と
画
面
を
撫
で
て
過
ぎ
る
の
も

よ
か
ろ
う
し
、
ま
た
時
に
は
峨
々
た
る
岩
を
も
吹
き
飛
ば
し
亭
々
た
る
大
樹
を
も
根
こ
そ
ぎ
に

す
る
よ
う
な
暴
風
が
ス
ク
リ
ー
ン
い
っ
ぱ
い
に
荒
れ
狂
う
の
も
面
白
か
ろ
う
」
（
258
）

　

「
要
は
作
家
が
そ
の
独
自
の
眼
を
も
っ
て
拾
い
あ
げ
た
題
材
を
、
印
象
の
統
一
と
全
体
の
効

果
に
狂
い
な
く
、
独
創
的
な
、
論
理
的
必
然
を
も
っ
て
、
し
か
も
映
画
独
自
の
美
し
さ
を
充
分

に
発
揮
出
来
る
よ
う
に
按
配
す
る
こ
と
が
シ
ナ
リ
オ
構
成
の
第
一
の
要
諦
で
あ
る
」
（
258
）

　

こ
こ
で
野
田
が
強
調
す
る
の
は
「
映
画
は
決
し
て
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
演
劇
の
缶
詰
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
」
（
257
）
の
だ
し
、
「
映
画
の
構
成
は
映
画
そ
れ
自
体
の
本
質
の
上
に
打
ち
立
て

ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
259
）
。

　

そ
し
て
、
野
田
が
こ
こ
で
い
う
「
映
画
そ
れ
自
体
の
本
質
」
と
は
、
「
絵
画
の
言
葉
が
色
と

線
で
あ
り
、
音
楽
の
言
葉
が
音
で
あ
る
よ
う
に
、
映
画
に
は
映
画
と
し
て
の
言
葉
が
あ
る
。
映

画
の
構
成
は
そ
う
い
う
映
画
自
身
の
言
葉
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
（
259
）
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
野
田
の
筆
は
、
「
シ
ナ
リ
オ
の
視
覚
性
」
に
進
む
。

　

野
田
は
、
映
画
に
ま
だ
「
音
」
が
無
い
サ
イ
レ
ン
ト
時
代
に
そ
の
脚
本
家
と
し
て
の
キ
ャ

リ
ア
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
、
戦
前
、
五
所
平
之
助
の
『
マ
ダ
ム
と
女
房
』
（
１
９
３
１
年
）
に

よ
っ
て
日
本
映
画
初
の
「
ト
ー
キ
ー
作
品
」
の
誕
生
を
見
る
ま
で
、
つ
ま
り
、
無
声
映
画
と
し

て
の
映
画
が
セ
リ
フ
と
音
楽
を
も
つ
に
至
る
ま
で
の
道
の
り
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
見
て
き
た
脚

本
家
だ
っ
た
。

　

そ
の
脚
本
家
の
眼
か
ら
は
「
現
在
の
一
般
の
シ
ナ
リ
オ
の
傾
向
が
稍や

や々

と
も
す
れ
ば
無
選
択

な
台
詞
の
羅
列
に
頼
り
過
ぎ
て
、
う
っ
か
り
す
る
と
映
画
の
視
覚
性
を
忘
れ
て
い
る
場
合
が
な

い
と
も
い
え
な
い
」
（
264
）

　

つ
ま
り
、
当
初
無
声
映
画
と
し
て
出
発
し
た
映
画
が
、
セ
リ
フ
が
な
い
な
り
に
人
物
の
「
シ

バ
イ
」
（
ア
ク
シ
ョ
ン
）
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
た
も
の
が
、
セ
リ
フ
の
出
現
に
よ
っ
て
、
安

易
に
人
物
の
「
発
声
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
は
い
な
い
か
？
と
、
野
田
は
言

い
た
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
『
マ
ダ
ム
と
女
房
』
の
シ
ナ
リ
オ
作
家
・
北
村
小
松
の
文
章
を
引
用
し
て
書
か
れ
て

い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
北
村
は
『
マ
ダ
ム

―
』
執
筆
時
を
回
想
し
て
「
そ
こ
で
私
は
、
物
を
い

わ
せ
出
す
と
雄
弁
に
な
り
が
ち
な
私
の
『
人
物
』
を
も
て
あ
ま
し
て
み
た
り
、
口
を
つ
ぐ
ま
せ
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る
と
今
度
は
い
き
な
り
重
要
な
一
言
を
い
わ
せ
る
の
に
き
っ
か
け
を
失
っ
た
り
、
台
詞
が
も
り

上
が
っ
て
来
な
か
っ
た
り
、
（
略
）
さ
ん
ざ
ん
っ
ぱ
ら
苦
労
を
し
ま
し
た

―
」
と
書
い
て
い

る
。

　

野
田
は
、
「
ト
ー
キ
ー
以
降
」
シ
ナ
リ
オ
作
家
が
、
本
来
、
眼
で
見
れ
ば
わ
か
る
俳
優
の

「
シ
バ
イ
」
で
表
現
す
べ
き
心
理
な
り
内
面
を
、
安
直
に
セ
リ
フ
で
語
ら
せ
る
傾
向
が
な
い
か

と
警
告
、
も
し
く
は
自
戒
の
言
葉
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
要
は
視
覚
性
と
聴
覚
性
と
の
調
和
の
上
に
立
つ
複
合
的
な
統
一
体
た
ら
し
め
る
こ
と
を
も
っ

て
シ
ナ
リ
オ
構
成
の
目
標
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
一
般
の
劇
の
構
成
と
映
画
の
場
合
の
劇

的
構
成
と
の
相
違
が
あ
る
の
だ
し
、
事
実
、
映
画
は
演
劇
よ
り
も
遙
か
に
豊
か
な
視
覚
性
を
持

つ
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
点
に
さ
え
狂
い
が
な
け
れ
ば
、
あ
と
は
各
自
の
自
由
さ

に
お
い
て
、
最
も
効
果
的
だ
と
考
え
る
道
を
進
む
べ
き
で
あ
る
」
（
270
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
し
て
次
に
野
田
が
述
べ
る
の
は
「
映
画
的
話
術
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

「
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
シ
ナ
リ
オ
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
を
ど

ん
な
ふ
う
に
構
成
す
る
か
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
が
既
に
一
つ
の
話ゝ

ゝ

ゝ
術
的
な
も
の
を
含

ん
で
い
る
」
（
271
）
と
野
田
は
い
う
。
（
傍
点
引
用
者
）

　

こ
の
場
合
、
野
田
が
引
用
す
る
の
は
、
伊
藤
大
輔
の
『
唄
祭
三
度
笠
』
や
三
村
伸
太
郎
の

『
鴈
太
郎
街
道
』
、
つ
ま
り
か
つ
て
「
大
向
こ
う
」
を
狙
っ
て
つ
く
ら
れ
た
時
代
劇
で
あ
る
。

　

野
田
は
、
こ
の
中
の
、
例
え
ば

新
三
「
お
恥
ず
か
し
い
次
第
で
ご
ざ
ん
す
が
一
両
ぽ
っ
き
り
の
ケ
チ
な
勝
負
、
恐
縮
で
ご
ざ

ん
す
」

　
　

勝
負
。
新
三
の
勝
。
二
両
に
し
て
、
四
両
に
し
て
、
八
両
に
し
て
、
そ
の
四
回
目
が
新

三
の
負
。         

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
伊
藤
大
輔
『
唄
祭
三
度
笠
』
）

　

と
い
っ
た
、
ト
書
き
を
読
む
だ
け
で
も
「
ケ
レ
ン
味
」
た
っ
ぷ
り
の
、
講
釈
師
が
「
は
り

扇
」
を
叩
い
て
い
る
よ
う
な
調
子
の
良
い
語
り
口
を
引
い
て
、
「
そ
れ
が
次
第
に
高
じ
て
来

て
、
映
画
と
し
て
の
描
写
の
困
難
さ
を
ケ
レ
ン
味
の
多
い
話
術
で
逃
げ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合

も
生
じ
」
（
272
）
た
と
言
っ
て
い
る
。

　

と
い
っ
て
野
田
は
必
ず
し
も
こ
れ
を
全
面
否
定
は
し
て
い
な
い
。

「
伊
藤
氏
の
場
合
に
は
主
と
し
て
動
的
な
面
で
そ
の
効
果
を
示
し
て
い
た
話
術
的
手
法
が
、
今

は
亡
き
山
中
貞
雄
氏
に
継
承
さ
れ
る
と
、
静
的
に
沈
潜
し
て
、
そ
こ
に
市
井
の
庶
民
的
な
人
情

談
を
展
開
す
る
に
適
し
た
手
法
が
編
み
出
さ
れ
る
に
到
っ
た
」
（
276
）
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こ
の
後
、
野
田
は
、
当
時
「
ソ
フ
ィ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
た
作
風
」
と
言
わ
れ
て
、
特

に
松
竹
大
船
の
作
家
に
影
響
を
与
え
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ル
ビ
ッ
チ
の
作
品
を
引
用
し
て
い
る

が
、
こ
れ
も
ワ
イ
プ
を
多
用
し
た
畳
み
掛
け
る
よ
う
な
語
り
口
で
あ
る
。

　

そ
し
て
同
様
、
最
後
に
引
用
さ
れ
る
の
が
黒
澤
明
、
橋
本
忍
、
小
国
英
雄
に
よ
る
『
生
き

る
』
の
区
役
所
の
場
面
。

　

役
所
に
陳
情
す
る
お
か
み
さ
ん
た
ち
が
、
タ
ラ
イ
回
し
さ
れ
て
十
六
シ
ー
ン
、
最
後
に
は
ブ

チ
切
れ
て
怒
鳴
る
ま
で
を
ワ
イ
プ
で
繋
い
で
い
く
名
高
い
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
だ
が
、
野
田
は
、

「
も
し
そ
れ
が
映
画
本
来
の
性
能
と
無
理
な
く
結
び
つ
い
て
、
し
か
も
そ
こ
に
よ
り
一
層
映
画

的
な
も
の
を
発
揚
す
る
事
の
契
機
を
作
り
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
取
り
込
む
こ
と
に
決
し
て
躊

躇
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
」
と
い
う
。

　

つ
ま
り
、
そ
れ
が
、
映
画
が
描
い
て
ゆ
く
べ
き
「
シ
バ
イ
」
か
ら
の
逃
げ
で
な
い
限
り
は
、

そ
う
し
た
「
映
画
的
話
術
」
も
悪
く
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　　

そ
し
て
野
田
は
、
「
性
格
」
の
章
に
移
る
。

　

こ
の
「
性
格
」
と
は
、
現
在
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
同
じ
だ
が
、
近
ご
ろ

の
製
作
現
場
で
は
、
そ
れ
を
「
キ
ャ
ラ
」
と
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
と
い
う
。

　

―
余
談
だ
が
、
私
は
そ
れ
を
嫌
い
、
か
つ
て
教
え
て
い
た
映
画
学
校
の
学
生
に
は
「
キ
ャ

ラ
と
言
う
な
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
言
え
」
と
言
っ
て
う
る
さ
が
ら
れ
る
の
が
常
だ
っ
た
が
、

「
キ
ャ
ラ
」
と
い
う
い
わ
ば“

上
半
身”

だ
け
で
出
来
た
言
葉
で
人
物
を
語
る
学
生
の
シ
ナ
リ
オ

は
や
は
り
上
半
身
だ
け
で
で
き
て
い
る
と
い
う
、
つ
ま
り
人
間
に
欠
か
せ
な
い“

下
半
身”

を
欠

い
た
頭
デ
ッ
カ
チ
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た

―
と
こ
れ
は
偏
見
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
つ
い
で
に
言
え
ば
、
最
近
の
よ
う
に
テ
レ
ビ
で
の
「
露
出
度
」
が
俳
優
の
キ
ャ
ス

テ
ィ
ン
グ
の
大
き
な
決
め
手
に
な
る
よ
う
な
と
き
、
「
キ
ャ
ラ
が
合
っ
て
い
る
」
と
い
う
理
由

で
決
定
す
る
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
は
、
二
重
に
失
敗
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

「
キ
ャ
ラ
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ば
れ
る
俳
優
の
属
性
は
、
主
に
、
彼
の
「
見
た
目
」
つ
ま
り

造
型
的
・
造
作
的
な
部
分
に
着
目
す
る
見
方
で
あ
り
、
一
見
「
役
」
に
ピ
ッ
タ
リ
だ
と
思
え
た

彼
の
風
貌
の
そ
の
下
に
隠
れ
て
い
る
彼
の
「
内
面
」
を
見
逃
す
恐
れ
が
あ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
「
劇
映
画
」
は
俳
優
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
演
じ
、
そ
の
積
み
上
げ
の
上
に

立
っ
て
、
な
に
ご
と
か
を
観
客
に
伝
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
参
加
す
る
俳
優

た
ち
の
そ
れ
ぞ
れ
に
十
分
な
「
人
物
造
型
」
が
あ
っ
て
こ
そ
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

「
キ
ャ
ラ
」
と
い
う
い
い
方
は
、
彼
を
類
型
的
な
「
タ
レ
ン
ト
カ
タ
ロ
グ
」
に
収
め
、
彼
か

ら
人
物
を
掘
り
下
げ
る
機
会
を
奪
い
、
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
は
、
彼
か
ら
内
面
の
表
現
と
し
て

の
「
シ
バ
イ
」
を
放
棄
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

私
は
「
俳
優
」
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
「
人
間
」
と
、
彼
ら
が
本
気
で
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
つ

く
る
「
シ
バ
イ
」
こ
そ
が
見
た
い
と
思
う
。
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『
晩
春
』
の
杉
村
春
子
を
見
よ
。
『
秋
刀
魚
の
味
』
の
加
東
大
介
を
見
よ
。

　

い
や
話
を
も
と
に
戻
そ
う
…
…

　

こ
の
野
田
の
「
性
格
」

―
続
い
て
「
性
格
の
問
題
」
と
い
う
項
は
、
野
田
に
も
そ
う
し
た

問
題
意
識
が
あ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
、
と
私
は
信
じ
る
。

　　

「
作
品
の
中
の
人
物
は
作
家
が
創
り
出
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
人
物
が
い
か
な
る
事
件
を
巻

き
起
こ
す
か
も
ま
た
作
家
の
意
思
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
が
、
し
か
し
、
い
っ
た
ん
そ
こ
に
人
物
が
創
り
出
さ
れ
た
以
上
、
そ
の
人
物
の
行
動
を
支
配

し
て
ゆ
く
も
の
は
、
も
は
や
、
単
な
る
作
家
の
意
思
で
は
な
く
て
、
人
生
の
法
則
そ
の
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
288
）

　

「
わ
れ
わ
れ
が
、
現
実
の
生
活
で
は
そ
れ
に
近
づ
く
こ
と
さ
え
怖
れ
る
よ
う
な
ギ
ャ
ン
グ
団

の
首
領
と
か
、
そ
れ
が
実
際
の
場
合
だ
っ
た
ら
眉
を
ひ
そ
め
て
避
け
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
陋
巷

の
淫
売
婦
と
か
、
そ
う
い
う
人
物
に
対
し
て
さ
え
、
小
説
や
演
劇
や
映
画
の
中
だ
と
、
進
ん
で

親
し
み
を
感
じ
、
そ
の
心
境
に
同
感
し
、
時
に
は
同
情
の
涙
さ
え
そ
そ
ぐ
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
」
（
290
）
「
人
物
の
外
貌
に
接
し
た
だ
け
で
は
到
底
覗
う
こ
と
も
出
来
な
い
人
間
性
の
秘
密

が
作
家
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
、
同
時
に
、
ま
た
、
そ
の
人
物
が
そ
う
い
う
種
類
の
生
活
者
た

ち
の
代
表
的
な
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
290
）
。

　

そ
し
て
野
田
は
「
大
体
、
作
品
の
中
の
人
間
性
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
を
普
遍
的
な
面
と
個

性
的
な
面
と
の
二
つ
に
考
え
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
」
（
291
）
と
い
う
。

　

「
普
遍
的
な
面
と
は
、
そ
の
人
物
の
善
悪
美
醜
を
越
え
、
時
と
所
を
越
え
、
一
切
の
境
遇
的

な
外
観
を
越
え
て
、
そ
の
奥
に
ひ
そ
ん
で
い
る
最
も
人
間
的
な
『
変
わ
ら
ぬ
人
情
』
の
面
で
あ

り
、
作
品
の
中
の
人
物
の
行
動
が
我
々
の
心
を
打
つ
ゆ
え
ん
の
拠よ

っ
て
起
こ
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
」
（
291
）
「
が
、
し
か
し
、
そ
の
一
方
ま
た
、
そ
う
い
う
普
遍
的
な
面
に
よ
っ
て
の
み

描
か
れ
た
人
物
は
、
や
や
も
す
れ
ば
抽
象
的
に
過
ぎ
て
、
観
念
的
な
『
型
』
に
陥
り
や
す
い
も

の
だ
と
も
い
え
よ
う
」
（
291
）
「
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
中
の
人
物
が
、
概
し
て
作
家
の
意
図
す
る
プ

ロ
ッ
ト
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
観
念
的
な
類
型
以
上
に
出
て
い
な
い
の
は
、
そ
こ
に
そ
の
人
物
特

有
の
個
人
的
な
特
色
が
裏
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
291
）
。

　

そ
こ
で
ま
た
野
田
は
、
シ
ナ
リ
オ
創
作
に
お
い
て
は
、
人
物
の
性
格
や
行
動
を
追
っ
て
劇
を

構
成
し
て
ゆ
く
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
自
分
が
意
図
す
る
劇
的
構
成
を
主
体
と
し
て
そ
れ
に
人
物

の
性
格
や
行
動
を
適
合
さ
せ
て
ゆ
く
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
る
。

　

こ
こ
で
野
田
は
、
「
最
初
の
シ
ー
ン
の
人
物
が
、
次
の
カ
ッ
ト
で
ど
ん
な
こ
と
を
す
る
か
、

わ
た
く
し
に
も
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
三
村
伸
太
郎
の
例
を
出
し
て
、
し
か
し
「
三
村
氏
の
場

合
に
し
て
も
、
つ
ま
り
は
あ
ら
か
じ
め
全
体
の
構
成
を
逐
条
的
に
計
画
し
て
か
か
る
よ
う
な
方

法
を
と
ら
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
人
物
の
行
動
を
追
い
な
が
ら
も
、
一
方
、
氏
自
身
の

頭
の
中
に
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
方
向
を
次
第
に
整
理
し
つ
つ
筆
を
進
め
て
い
く
と
い
う
意
味
で
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あ
ろ
う
」
（
293
）
と
し
て
い
る
。

　

「
た
と
え
ば
予
定
の
プ
ラ
ン
で
は
Ａ
が
何
か
の
事
で
Ｂ
の
家
に
謝
り
に
行
く
と
い
う
だ
け
の

こ
と
に
し
て
お
い
た
も
の
が
、
い
ざ
実
際
に
書
い
て
ゆ
く
と
、
そ
の
計
画
が
た
ち
ま
ち
狂
っ

て
、
せ
っ
か
く
謝
り
に
行
っ
た
Ａ
が
Ｂ
の
出
方
ひ
と
つ
で
そ
う
簡
単
に
謝
れ
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
Ａ
よ
り
も
先
に
Ｂ
の
ほ
う
か
ら
仲
直
り
の
口
を
切
っ

て
し
ま
っ
た
り
、
等
々
、
そ
う
い
う
場
合
が
生
じ
て
く
る
の
は
し
ば
し
ば
の
こ
と
で
あ
る
」

（
294
）
。

　

そ
し
て
、
以
後
、
野
田
は
「
性
格
描
写
」
で
、
性
格
の
描
き
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
極
め
て

実
践
的
な
こ
と
を
書
く
。

　

「
そ
れ
は
作
中
の
人
物
自
身
の
言
動
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
そ
れ
を
描
き
出
す
か
、
さ
も
な

け
れ
ば
作
中
の
他
の
人
物
の
言
葉
に
よ
っ
て
説
明
す
る
以
外
に
な
い
」
（
295
）
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
野
田
は
、
小
津
安
二
郎
の
『
父
あ
り
き
』
の
冒
頭
場
面
を
紹
介
し
て
い
る

が
、
最
初
の
セ
リ
フ
の
朝
、
小
学
校
へ
行
く
息
子
・
良
平
の
「
お
父
さ
ん
、
靴
墨
も
う
の
う

な
っ
た
」
に
対
し
て
、
父
・
堀
川
が
「
そ
う
か
、
じ
ゃ
今
日
買
っ
て
来
よ
う
」
と
答
え
、
良
平

「
あ
の
靴
、
も
う
駄
目
や
ね
。
い
く
ら
磨
い
て
も
、
ち
ょ
っ
と
も
光
ら
ん
よ
」
、
堀
川
「
あ
れ

は
、
ま
だ
い
い
」
と
続
く
。

　

そ
し
て
、
そ
の
朝
の
慌
た
だ
し
さ
の
中
で

　　
　
　
　

堀
川
、
倅
の
身
だ
し
な
み
を
注
意
し
て
や
り
な
が
ら

　

堀
川
「
円
の
面
積
は
？
」

　

良
平
「
半
径
の
二
乗
に
三
・
一
四
か
け
る
」

　

堀
川
「
う
ん—

—

円
錐
形
の
体
積
は
？
」

　

良
平
「
半
径
の
二
乗
に
三
・
一
四
か
け
て
高
さ
か
け
る
」

　
　
　
　

良
平
、
行
き
か
け
て
つ
け
た
す
。

　
　
　

「
そ
れ
を
二
で
割
る
」

　
　
　

　

野
田
は
、
性
格
描
写
の
要
素
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
風
采
、
境
遇
、
地
位
、
教
養
、
気

質
、
思
想
、
表
情
、
用
語
、
行
為
、
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
が
、
右
の
『
父
あ
り
き
』
の
ト
ッ
プ

シ
ー
ン
は
、
ま
さ
に
父
と
子
の
境
遇
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
性
格
」
を
見
事
に
表
現

し
た
場
面
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

「
作
中
人
物
の
性
格
的
な
特
徴
は
、
普
通
出
来
る
だ
け
早
く
、
印
象
的
に
描
か
れ
る
の
が
い

い
と
さ
れ
て
い
る
。
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
の
人
物
の
観
衆
へ
の
第
一
印
象
を
利
用
し
て
、

出
来
る
だ
け
早
く
劇
的
局
面
を
設
定
せ
ん
が
た
め
に
言
わ
れ
る
こ
と
で
、
厳
密
に
は
、
性
格
描

写
は
そ
の
劇
の
発
端
か
ら
結
末
ま
で
の
人
物
に
関
す
る
こ
と
ご
と
く
の
叙
述
を
も
っ
て
な
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
（
297
）
「
そ
う
い
う
意
味
か
ら
い
え
ば
、
作
中
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人
物
の
性
格
と
い
う
も
の
も
ま
た
作
家
に
よ
っ
て
『
構
成
』
さ
れ
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
」

（
297
）

　
　
　

　

野
田
は
、
次
い
で
ジ
ュ
リ
ア
ン
・
デ
ュ
ヴ
ィ
ヴ
ィ
エ
の
『
に
ん
じ
ん
』
（
１
９
３
２
年
）
と

キ
ン
グ
・
ヴ
ィ
ダ
ー
の
『
南
風
』
（
１
９
３
３
年
）
の
一
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
他

の
人
物
に
よ
っ
て
、
性
格
が
描
か
れ
て
い
る
例
」
「
人
物
自
身
の
言
動
に
よ
っ
て
浮
き
彫
り
さ

せ
て
い
る
例
」
と
し
て
挙
げ
、
「
要
す
る
に
性
格
描
写
の
問
題
は
人
間
性
探
求
の
問
題
で
あ

り
、
技
巧
的
に
こ
れ
も
ま
た
、
い
か
に
簡
潔
に
、
い
か
に
鮮
明
に
、
そ
の
人
物
の
人
間
像
を
浮

き
彫
り
に
す
る
か
と
い
う
一
語
に
つ
き
よ
う
」
（
303
）
。

　

そ
し
て
再
び
フ
ラ
イ
タ
ー
ク
の
『
劇
作
法
』
を
引
い
て
、
「
副
人
物
の
場
合
に
は
二
、
三
の

暗
示
、
な
い
し
は
わ
ず
か
な
台
詞
に
よ
っ
て
、
極
め
て
独
自
な
生
活
の
仮
象
を
作
り
出
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
た
ら
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
作
家
が
自
分
の
創
作
に
よ
っ
て

観
客
の
追ゝ
創ゝ
ゝ

ゝ
作
的
なゝ
感ゝ
覚ゝ
を
刺
激
す
る
秘
訣
を
会
得
す
る
こ
と
に
あ
る
」
（
304
）
（
傍
点
引
用

者
）
と
“
謎
”
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

　

ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？

　

こ
れ
は
、
作
家
か
ら
の
わ
ず
か
な
情
報
を
観
客
側
が
捕
捉
し
、
か
つ
「
熱
心
に
受
け
入
れ

て
」
そ
れ
を
ふ
く
ら
ま
し
、
「
自
発
的
創
造
的
に
」
豊
富
な
人
物
像
を
つ
く
っ
て
ゆ
く

―
と

い
う
送
り
手
と
受
け
手
の
間
に
成
立
す
る
魔
法
の
よ
う
な
瞬
間
を
指
し
て
い
る
の
だ
。

　

先
の
『
南
風
』
で
、
主
人
公
の
老
人
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
か
ら
孫
娘
の
ル
イ
ズ
を
連
れ
て
帰
っ

て
く
る
と
、
老
人
の
娘
た
ち
は
囁
き
合
う
。

　
　

　
　
　

ピ
ア
ト
リ
ス
「
小
柄
な
女
ね
」

　
　
　

テ
ル
マ
「
そ
う
ね
」

　　

「
こ
の
一
見
、
な
ん
で
も
な
い
よ
う
な
簡
単
な
会
話
が
、
こ
の
場
合
、
い
か
に
こ
の
女
た
ち

の
性
格
を
躍
如
た
ら
し
め
て
い
る
か
」
（
305
）
と
、
野
田
は
「
見
事
な
性
格
描
写
の
一
例
」
と

し
て
挙
げ
る
。

　

そ
れ
と
同
時
に
野
田
は
、
注
意
深
く
書
い
て
い
る
。

　

「
そ
こ
で
反
省
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
う
い
う
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、
と
に
か
く
、
わ
れ
わ
れ

自
身
を
ピ
ア
ト
リ
ス
や
テ
ル
マ
の
上
に
乗
り
出
さ
せ
て
、
彼
女
た
ち
の
言
葉
と
し
て
よ
り
も
、

む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
自
身
の
言
葉
を
も
っ
て
（
略
）
、
念
の
入
っ
た
会
話
を
さ
せ
が
ち
に
な
り
は

し
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
305
）
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、
作
家
自
身
が
人
物
に
「
乗
り
移
っ
て
」
、
彼
が
セ
リ
フ
を
語
っ
て
い
る
の

か
、
作
家
が
そ
こ
で
「
演
説
」
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
き
が
あ
る
と
野
田
は
言

う
。
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「
う
っ
か
り
す
る
と
自
分
が
作
中
人
物
の
上
に
乗
り
移
る
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、
い
か
に
作

家
に
と
っ
て
油
断
の
な
ら
な
い
陥か

ん
せ
い穽
で
あ
る
か
」
（
310
）
。

　

そ
し
て
、
野
田
は
、
こ
こ
ま
で
書
い
て
、
な
お
言
い
足
り
な
い
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
下
、
二
つ
の
項
目
を
、
ま
る
で
言
い
わ
け
の
よ
う
に
付
け
加
え
て
い
る
。

　

「
こ
う
い
う
い
い
方
は
、
あ
る
い
は
、
私
が
た
だ
ひ
た
す
ら
に
誇
張
の
な
い
平
坦
な
性
格
描

写
の
み
を
主
張
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
誤
ら
れ
る
恐
れ
が
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
略
）
し

か
し
、
作
家
は
当
然
、
現
実
に
お
け
る
生
命
以
上
の
生
命
を
そ
の
作
中
人
物
に
与
え
得
る
の
だ

し
、
そ
の
点
で
は
現
実
以
上
に
そ
の
性
格
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
も
決
し
て
と
が
め
る
べ
き
で
は

な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
」(
310)

　

「
な
お
ま
た
、
こ
う
い
う
い
い
方
は
、
私
が
作
中
人
物
の
性
格
を
終
始
一
貫
不
変
な
も
の
と

考
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
誤
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
（
略
）
が
、
そ
れ
も
ま
た
決
し
て
私

は
そ
う
い
う
考
え
方
の
上
に
立
っ
て
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
勿
論
、
性
格
は

発
展
も
す
れ
ば
変
化
も
す
る
。
（
略
）
そ
の
場
合
に
し
て
も
そ
の
発
展
や
変
化
の
間
に
は
そ
の

人
物
と
し
て
充
分
う
な
ず
け
る
だ
け
の
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
し
、
そ
の
理
由
が

人
物
自
身
の
理
由
で
な
し
に
、
作
家
が
勝
手
に
作
り
上
げ
て
推
し
付
け
た
理
由
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
」
（
311
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

そ
し
て
野
田
は
「
性
格
の
発
展
と
変
化
」
と
い
う
一
項
目
を
加
え
て
、
ま
ず
戯
曲
の
場
合
の

具
体
例
を
挙
げ
る
。

　

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
マ
イ
ヤ
ー
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
の
『
ア
ル
ト
・
ハ
イ
デ
ル
ベ

ル
ク
』
（
１
８
９
８
年
）
だ
が
、
こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
王
国
の
若
い
王
子
が
ド
イ
ツ
留
学
中

に
あ
る
酒
場
の
娘
と
恋
に
落
ち
る
が
、
故
国
に
帰
っ
て
王
と
な
る
身
と
し
て
は
そ
れ
も
ま
ま
な

ら
ず
、
後
日
、
「
王
」
と
「
平
民
」
と
し
て
再
会
し
た
二
人
は
、
そ
の
思
い
出
だ
け
は
大
切
に

生
き
ま
し
ょ
う

―
と
別
れ
て
い
く
と
い
う
物
語
で
あ
る
。

　

野
田
は
「
初
演
以
来
す
で
に
五
十
年
近
く
に
に
な
る
こ
の
戯
曲
が
い
わ
ば
一
編
の
通
俗
劇
た

る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
今
も
っ
て
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
直
接
間
接
に
し
ば
し
ば

問
題
に
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
根
本
の
原
因
は
一
つ
の
性
格
が
別
の
形
に
発
展
す
る
と
い
う
そ
の

点
に
魅
力
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
」
（
314
）
と
書
い
て
い
る
。

　

し
か
し
、
率
直
に
言
っ
て
、
こ
の
記
述
は
「
い
た
だ
け
な
い
」
と
私
は
考
え
る
。

　

こ
の
王
子
の
中
で
「
変
化
」
す
る
も
の
は
、
「
立
場
」
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
れ
に
よ
っ
て
彼

の
性
格
が
変
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
立
場
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
最
初
か
ら
「
学
生
」
と
「
未
来
の
王
」
と
い
う
二
つ
の
立
場
を
持
っ
て
い
る
人
物
が
、
そ

の
立
場
の
間
で
葛
藤
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
深
い
人
間
的
な
苦
し
み
が
出
て
く
る
よ
う
に
は

思
え
な
い
。

　

し
か
し
、
次
に
野
田
が
例
と
し
て
引
い
て
く
る
映
画
、
ハ
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ク
ス
の
『
暗
黒
街
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の
顔
役
』
（
１
９
３
２
年
）
は
、
こ
の
項
の
例
と
し
て
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ

た
。

　

「
上
に
上
が
る
」
こ
と
を
至
上
の
価
値
と
考
え
て
い
る
ギ
ャ
ン
グ
、
ト
ニ
ー
が
、
義
理
も
人

情
も
な
く
、
親
分
も
子
分
も
片
っ
端
か
ら
倒
し
て
い
く
中
で
、
し
か
し
親
分
の
情
婦
・
ポ
ピ
ー

と
高
飛
び
中
、
最
愛
の
妹
・
チ
ェ
ス
カ
が
弟
分
の
リ
カ
ル
ド
と
同
棲
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て

激
怒
、
リ
カ
ル
ド
も
打
ち
倒
す
。
逆
上
し
た
チ
ェ
ス
カ
は
警
察
に
ト
ニ
ー
の
居
場
所
を
密
告
、

警
察
に
包
囲
さ
れ
た
ト
ニ
ー
は
、
チ
ェ
ス
カ
が
敵
弾
に
倒
れ
る
の
を
見
て
、
一
気
に
意
気
阻

喪
、
た
だ
命
が
惜
し
い
「
卑
怯
者
」
に
な
り
さ
が
っ
て
、
い
ぎ
た
な
く
死
ん
で
ゆ
く

―

　　

ト
ニ
ー
の
「
性
格
」
を
、
心
の
奥
の
ほ
う
で
支
え
て
い
る
も
の
は
妹
・
チ
ェ
ス
カ
だ
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
。
つ
ま
り
「
家
族
」
な
の
で
あ
る
。

　

お
そ
ら
く
移
民
の
子
で
あ
っ
た
ト
ニ
ー
は
、
「
家
族
」
の
再
生
を
こ
そ
目
指
し
て
、
ギ
ャ
ン

グ
と
し
て
の
上
昇
を
ひ
た
走
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

い
ま
限
り
な
い
「
武
闘
派
」
と
し
て
観
客
の
前
に
い
る
ト
ニ
ー
に
は
、
心
の
奥
の
隠
れ
た
次

元
に
「
妹
思
い
の
兄
」
が
い
て
、
さ
ら
に
「
親
思
い
の
移
民
の
子
」
が
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
奥

に
は
「
移
民
に
出
た
家
族
」
が
い
て
、
や
や
オ
ー
バ
ー
か
も
知
れ
な
い
が
「
移
民
で
出
来
た
国

ア
メ
リ
カ
」
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
近

代
史
」
が
潜
ん
で
い
る
。

　

シ
ナ
リ
オ
は
、
背
景
の
見
据
え
方
、
人
物
の
造
型
の
や
り
方
、
そ
し
て
「
構
成
」
の
や
り
方

で
、
こ
こ
ま
で
の
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

―
と
、
野
田
、
い
や
ハ
ワ
ー
ド
・
ホ
ー
ク
ス
は
言
い
た
げ
で
あ
る
。

　　

そ
し
て
野
田
が
次
に
立
て
た
項
目
が
「
人
物
の
数
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
も
、
私
は
野
田
が
ど
う
し
て
こ
こ
に
こ
の
項
目
が
必
要
と
考
え
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。

　

お
そ
ら
く
、
人
物
の
「
性
格
」
と
「
人
物
が
何
人
出
る
か
」
と
い
う
問
題
に
は
極
め
て
密
接

な
関
係
が
あ
る
、
と
い
う
問
題
意
識
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

「
ド
ラ
マ
」
の
面
白
さ
の
一
つ
が
「
性
格
」
と
「
性
格
」
の
ぶ
つ
か
り
合
い
に
あ
る
と
し
た

ら
、
似
た
よ
う
な
性
格
同
士
が
い
く
ら
ぶ
つ
か
っ
て
も
面
白
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。　
　
　

　

そ
こ
で
、
違
う
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
「
性
格
」
が
出
揃
う
と
き
、
野
田
に
「
人
物
の
数
」

と
い
う
問
題
意
識
が
生
ま
れ
、
「
い
っ
た
い
、
作
品
の
中
の
各
種
の
人
物
と
い
う
も
の
は
、
ど

う
い
う
ふ
う
に
し
て
設
定
さ
れ
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
そ
の
境
遇
や
性
格
が
決
定
さ
れ
る
も

の
か
」
（
318
）
と
考
え
る
に
至
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
推
測
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
人
物
の
数
」
と
い
う
言
葉
は
、
よ
り
正
確
に
は
「
人
物
の
構
成
」
と
書
か

れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
私
の
考
え
で
あ
る
。

　

そ
の
作
品
が
、
ど
れ
ぐ
ら
い
の
数
の
人
物
で
出
来
て
い
る
か
、
つ
ま
り
ど
れ
ぐ
ら
い
の
人
物
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で
「
構
成
」
さ
れ
て
い
る
か
、
こ
れ
は
決
定
的
に
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
野
田
は
、
作
家
が
ど
の
よ
う
に
し
て
人
物
を
設
定
し
て
ゆ
く
の
か
の
実
例
を
、

吉
村
公
三
郎
原
案
・
新
藤
兼
人
脚
本
『
安
城
家
の
舞
踏
会
』
（
１
９
４
７
年
）
で
紹
介
し
て
い

る
の
だ
が
、
そ
の
前
に
、
先
に
出
た
「
子
供
が
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
て
中
毒
し
て
死
ん

だ
」
例
を
出
し
て
、
も
う
少
し
簡
略
な
場
合
で
説
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
少
し
長
い
が

こ
れ
を
引
こ
う
。
余
計
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
出
る
「
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
」
は
、

い
ま
と
違
っ
て
一
般
庶
民
に
は
そ
う
そ
う
手
が
出
な
い
「
高
級
菓
子
」
と
し
て
の
シ
ュ
ー
ク

リ
ー
ム
の
時
代
で
あ
る
。

　

「
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
テ
ー
マ
を
中
軸
と
す
る
幾
つ
か
の
挿
話
が

互
い
に
因
果
の
連
絡
を
保
っ
て
一
連
の
形
に
繋
が
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
で
あ
る
こ
と
は
、
前

に
、
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
に
中
毒
す
る
子
供
の
例
を
あ
げ
て
述
べ
た
通
り
だ
が
、
今
そ
れ
と
は
別

に
、
例
え
ば
、
子
供
が
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
た
べ
て
中
毒
し
た
と
い
う
着
想
だ
け
が
あ
っ
た
と

仮
定
し
て
み
よ
う
。
勿
論
そ
れ
だ
け
の
事
柄
の
中
に
も
、
子
供
が
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
た
べ
た

と
い
う
原
因
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
死
ん
だ
と
い
う
結
果
が
あ
っ
て
、
一
応
の
因
果
関
係
が
保

た
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
そ
こ
に
は
更
に
、
で
は
そ
う
し
て
そ
の
子
供
が
シ
ュ
ー
ク
リ
ー

ム
を
た
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
原
因
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
母

親
か
ら
貰
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
う
い
う
親
子
の
関
係
と
い
う
も
の
は
彼
ら
を

ど
う
い
う
境
遇
に
置
く
の
が
一
番
適
切
に
表
現
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ま
れ
、
そ
こ
で

同
時
に
ま
た
そ
の
親
子
の
大
体
の
性
格
を
も
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
く
る

わ
け
で
あ
る
。
な
お
ひ
い
て
は
、
た
と
え
ば
そ
の
親
子
を
囲
む
隣
人
た
ち
の
境
遇
や
性
格
と
い

う
も
の
ま
で
も
が
そ
こ
か
ら
決
定
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
こ
で
更
に
進
ん
で
、
そ

の
母
親
が
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
な
ど
と
い
う
も
の
を
そ
う
簡
単
に
買
え
な
い
境
遇
に
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
当
然
そ
れ
は
誰
か
か
ら
貰
っ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
し
、
で
は
誰
が
そ
れ

を
く
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
、
そ
こ
で
彼
女
が
か
つ
て
女
中
奉
公
を
し
て
い
た
主

家
と
い
う
も
の
が
考
え
出
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、

そ
の
主
家
が
下
町
の
老
舗
で
あ
る
か
山
手
の
お
邸

や
し
き
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
な
っ
て
来
て
、

そ
の
主
家
の
人
々
の
境
遇
や
性
格
、
並
び
に
彼
女
の
か
つ
て
の
主
家
に
お
け
る
位
置
、
た
と
え

ば
彼
女
が
た
だ
の
女
中
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
主
家
の
子
供
た
ち
の
乳
母
で
あ
っ
た
か
と
い

う
よ
う
な
関
係
ま
で
が
決
定
さ
れ
て
く
る
と
い
う
順
序
に
な
ろ
う
」
（
318
）
。

　

ま
る
で
作
家
の
「
頭
の
中
」
を
覗
き
見
る
よ
う
な
記
述
だ
が
、
野
田
は
最
後
に
書
く
。

　

「
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
あ
る
子
供
が
シ
ュ
ー
ク
リ
ー
ム
を
食
べ
て
死
ん
だ
と
い
う
着
想
の

表
現
の
た
め
に
要
す
る
登
場
人
物
の
最
低
の
数
と
、
そ
の
登
場
人
物
た
ち
の
境
遇
や
性
格
と
い

う
も
の
が
お
の
ず
か
ら
そ
こ
に
き
ま
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
」
（
319
）

　　

次
に
野
田
が
述
べ
る
の
は
、
こ
の
本
の
最
後
の
項
目
「
心
理
の
具
象
化
」
で
あ
る
。
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な
ぜ
野
田
が
、
こ
の
項
を
最
後
に
し
た
の
か
、
そ
の
検
討
は
あ
と
に
回
す
が
、
少
な
く
と
も

野
田
は
、
こ
れ
を
書
い
て
お
か
な
い
と
一
冊
の
シ
ナ
リ
オ
入
門
書
と
し
て
完
結
し
な
い
と
の
思

い
を
持
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
に
一
人
の
男
が
、
正
面
を
向
い
て
座
っ
て
い
る
と
し
よ
う
か
。

　

彼
は
何
も
し
ゃ
べ
ら
な
い
の
で
、
何
を
考
え
て
い
る
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　

し
か
し
、
な
ん
と
か
彼
の
「
内
面
」
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
彼
に
演
技
を

さ
せ
、
従
っ
て
演
出
し
、
演
技
の
根
拠
と
し
て
の
「
シ
ナ
リ
オ
」
が
必
要
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
彼
の
腹
を
い
き
な
り
グ
ウ
と
鳴
ら
せ
れ
ば
「
彼
は
腹
が
減
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
い
き
な
り
靴
を
脱
い
で
、
足
を
搔
き
始
め
れ
ば
彼
は
「
水
虫
持
ち
」
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　

あ
る
い
は
画
面
の
外
に
顔
を
向
け
て
、
ニ
ッ
コ
リ
「
来
て
く
れ
た
の
」
と
笑
え
ば
、
彼
は
女

を
待
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
…
…

　

い
や
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
拙
劣
極
ま
る
例
だ
が
、
も
し
劇
映
画
で
、
人
物
の
心
理
、
も
し
く

は
内
面
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
に
な
ん
ら
か
の
「
シ
バ
イ
」
が
必
要
に
な
る
。

　

こ
の
「
内
面
」
を
見
よ
う
と
し
た
と
き
か
ら
、
映
画
は
単
な
る
「
見
世
物
」
か
ら
「
芸
術
」

の
可
能
性
を
持
ち
始
め
た
と
野
田
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
野
田
は
、
ま
ず
そ
の
こ
ろ
接
し
た
映
画
の
中
で
、
一
九
一
三
年
頃
の
ド
イ
ツ
映
画

『
一
人
息
子
』
と
、
ア
メ
リ
カ
映
画
『
恐
ろ
し
き
一
夜
』
を
挙
げ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
二
本
と
も
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
で
あ
り
、
い
ま
と
な
っ
て
は
セ
リ
フ
で
彼
の
心
理
を

簡
単
に
表
現
し
か
ね
な
い
と
こ
ろ
を
、
逆
に
な
ん
ら
か
の
「
シ
バ
イ
」
で
工
夫
し
て
表
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
製
作
者
た
ち
の
苦
労
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

野
田
が
、
「
い
ま
と
な
っ
て
は
梗
概
す
ら
ほ
と
ん
ど
覚
え
て
い
な
い
」
と
い
う
、
そ
の
『
一

人
息
子
』
は
、
あ
る
事
情
で
人
を
殺
し
た
男
が
、
自
分
の
部
屋
に
籠
っ
て
怯
え
て
い
る
と
、
窓

の
カ
ー
テ
ン
が
彼
の
頬
を
サ
ッ
と
か
す
め
る
、
と
思
う
と
、
ド
ア
の
下
か
ら
白
い
紙
切
れ
が
差

し
込
ま
れ
る

―
彼
は
そ
の
た
び
に
怯
え
る
、
と
い
っ
た
、
い
ま
で
は
素
朴
過
ぎ
る
表
現
だ
っ

た
と
い
う
。

　

『
恐
ろ
し
き
一
夜
』
も
、
刑
事
の
調
べ
を
受
け
る
男
が
、
刑
事
が
コ
ツ
コ
ツ
と
鉛
筆
で
机
を

叩
く
音
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
似
た
よ
う
な
心
理
表
現
だ
が
、
野
田
は
、
そ
れ
ま

で
の
映
画
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
手
法
で
印
象
に
残
っ
た
と
い
う
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
人
物
の
「
形
象
」
に
し
か
眼
を
向
け

て
い
な
か
っ
た
映
画
が
、
彼
が
心
の
内
側
で
は
な
に
を
考
え
て
い
る
か
に
関
心
を
向
け
始
め
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

同
時
に
「
ト
ー
キ
ー
」
に
な
っ
て
「
声
」
を
得
る
と
「
そ
れ
ま
で
の
サ
イ
レ
ン
ト
時
代
に
獲

得
し
た
具
象
化
の
技
術
を
根
底
か
ら
動
揺
せ
し
め
ら
れ
、
加
う
る
に
不
慣
れ
な
機
械
操
作
に
災
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い
さ
れ
て
、
結
果
は
流
動
感
を
失
っ
て
極
端
な
『
声
』
の
氾
濫
を
招
」
（
327
）
い
た
。　

　

こ
の
事
情
は
、
い
ま
で
も
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
野
田
は
、
一
九
三
二
年
、

ル
ネ
・
ク
レ
ー
ル
が
自
作
『
巴
里
祭
』
を
撮
っ
た
後
に
言
っ
た
と
い
う
「
ト
ー
キ
ー
は
行
き
詰

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
フ
ィ
ル
ム
化
さ
れ
た
演
劇
の
流
行
で
あ
る
」
（
327
）
と
い

う
言
葉
を
引
き
「
映
画
が
視
覚
に
訴
え
る
こ
と
を
も
っ
て
第
一
と
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る

点
は
全
く
正
し
い
と
い
え
よ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
人
物
の
心
理
の
動
き
も
ま
た
能
う
か
ぎ

り
具
象
化
さ
れ
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
」
（
328
）
と
す
る
。

　

野
田
は
そ
の
実
例
と
し
て
、
新
関
良
三
の
著
書
『
舞
台
芸
術
の
心
理
』
と
い
う
本
か
ら
、
フ

ロ
イ
ト
の
『
日
常
の
精
神
病
理
』
に
出
て
く
る
女
優
の
例
を
引
い
て
、
彼
女
が
夫
と
の
口
論
の

後
、
動
揺
す
る
心
理
を
ど
う
演
じ
た
の
か
と
い
う
話
に
移
る
。

　

そ
の
女
優
は
、
結
婚
指
輪
を
、
神
経
的
に
抜
い
た
り
は
め
た
り
、
く
る
く
る
回
し
て
み
た
り

―
と
い
う
ふ
う
に
演
じ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
い
ま
で
は
「
説
明
的
」
な
シ
バ
イ
と
し
て
批

判
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

「
こ
れ
は
、
人
物
が
一
人
き
り
で
他
の
人
物
と
交
渉
を
持
た
ず
に
そ
の
心
理
が
具
象
化
さ
れ

る
場
合
の
例
で
あ
る
」
（
329
）
。

　

「
心
理
は
、
し
か
し
、
人
物
間
の
相
克
的
な
対
立
の
間
に
も
具
象
化
さ
れ
る
」
（
329
）
と
も

い
う
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
る
の
が
、
黒
澤
明
・
植
草
圭
之
助
に
よ
る
『
酔
い
ど
れ
天
使
』

の
一
節
で
あ
る
。

　

け
が
を
し
て
町
医
者
・
真
田
の
病
院
に
駆
け
込
ん
だ
ヤ
ク
ザ
・
松
永
が
、
内
心
の
結
核
の
恐

れ
を
押
し
て
真
田
に
強
く
迫
る
の
を
、
そ
れ
を
見
透
か
し
た
真
田
が
逆
に
挑
発
す
る
よ
う
に
あ

し
ら
う
。
心
理
と
心
理
が
絡
み
合
っ
て
「
そ
の
方
法
が
一
層
複
雑
な
形
を
取
る
と
、
劇
的
局
面

と
心
理
の
具
象
化
と
を
同
時
に
発
展
さ
せ
得
る
こ
と
に
な
る
」
（
329
）
。

　　

つ
い
で
野
田
は
、
「
心
理
の
具
象
化
」
が
、
人
物
の
言
動
ば
か
り
で
な
く
、
環
境
に
よ
っ
て

も
表
現
さ
れ
る
例
と
し
て
、
「
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
」
に
基
づ
い
た
プ
ド
フ
キ
ン
の
『
母
』

と
、
内
田
百
閒
原
作
、
八
田
尚
之
脚
本
の
『
頬
白
先
生
』
（
１
９
３
９
年
）
の
一
節
を
引
い
て

い
る
が
、
こ
れ
は
私
に
は
正
直
、
い
ま
で
は
古
色
蒼
然
と
し
た
「
説
明
」
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ

れ
た
。

　

そ
れ
に
引
き
替
え
、
野
田
が
こ
の
本
の
最
後
に
引
用
す
る
シ
ナ
リ
オ
は
、
鮮
や
か
な
、
ま
さ

に
「
シ
ナ
リ
オ
的
感
覚
」
に
あ
ふ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

「
最
後
に
、
も
う
一
つ
、
い
か
に
環
境
の
描
写
が
心
理
の
具
象
化
に
役
立
つ
か
と
い
う
こ
と

の
一
例
と
し
て
、
植
草
氏
の
『
素
晴
ら
し
き
日
曜
日
』
の
一
節
を
引
用
さ
せ
て
も
ら
お
う
」

（
326
）
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（
以
下
、
要
約
）

　

敗
戦
直
後
の
貧
し
い
恋
人
た
ち
の
、
あ
る
日
曜
日
の
さ
さ
や
か
な
デ
ー
ト
が
、
行
く
先
々
で

こ
と
ご
と
く
期
待
を
裏
切
ら
れ
、
雨
に
ま
で
降
ら
れ
て
、
二
人
は
み
じ
め
な
思
い
で
男
の
ア

パ
ー
ト
に
た
ど
り
つ
く
。

　

男
は
「
昌
ち
ゃ
ん
！　

ぼ
く
に
は
君
だ
け
な
ん
だ
ぜ
…
…
温
か
い
も
の
は
。
…
…
君
ひ
と
り

だ
け
な
ん
だ
…
…
」
と
、
女
に
迫
る
。

　

女
は
抵
抗
し
な
い
。

　

が
、
ド
ア
の
カ
ギ
を
閉
め
よ
う
と
し
た
男
の
行
動
に
、
我
に
返
っ
て
抵
抗
す
る
。

　

女
は
出
て
行
く
。

　

そ
の
間
、
落
ち
る
雨
漏
り
の
音
。

　

い
き
な
り
、
女
が
忘
れ
て
い
っ
た
バ
ッ
グ
を
蹴
飛
ば
す
男
。

　

ヤ
カ
ン
の
水
を
飲
む
男
。

　

バ
ッ
グ
か
ら
転
げ
出
て
い
る
熊
の
ぬ
い
ぐ
る
み
。

　

男
は
そ
れ
を
拾
っ
て
、
見
つ
め
る
。

　

や
が
て
女
が
帰
っ
て
く
る
。

　

そ
し
て
、
泣
き
な
が
ら
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
ボ
タ
ン
を
外
し
始
め
る
。

　

茫
然
と
見
つ
め
る
男
。

「
昌
子
ち
ゃ
ん
…
…
い
い
ん
だ
…
…
わ
か
っ
た
…
…
ば
か
だ
な
、
い
い
ん
だ
よ
…
…
い
い
ん
だ

よ
」

　

女
は
、
真
っ
青
に
な
っ
て
震
え
て
い
る
。

　　

「
こ
れ
も
ま
た
そ
の
描
写
が
幾
分
シ
ナ
リ
オ
の
領
域
を
越
え
て
演
出
の
分
野
に
ま
で
侵
入
し

て
い
る
傾
き
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
中
に
取
り
入

れ
ら
れ
て
い
る
扉
の
鍵
と
か
雨
漏
り
の
雫
と
か
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
と
か
熊
の
縫
い
ぐ
る
み
と
か
い

う
も
の
が
、
い
か
に
そ
の
時
そ
の
時
の
人
物
の
心
理
の
過
程
を
具
象
化
す
る
こ
と
に
役
立
っ
て

い
る
か
、
し
か
も
、
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
女
が
レ
イ
ン
コ
ー
ト
の
ボ
タ
ン
を
外
す
と
い
う
一

つ
の
簡
単
な
動
作
ま
で
が
い
か
に
彼
女
の
そ
の
場
に
お
け
る
悲
壮
な
決
意
を
具
象
化
し
て
い
る

か
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
い
か
に
台
詞
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
以
上
の
強
い
印
象
を
与
え
て
い

る
か
、
等
々
に
思
い
至
る
こ
と
が
出
来
よ
う
」
（
340
）

　

―
心
理
を
具
象
化
し
よ
う
と
、
「
雨
だ
れ
の
音
」
「
鍵
」
「
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
」
「
ヤ
カ
ン

の
水
」
「
扉
の
把
手
」
「
熊
の
縫
い
ぐ
る
み
」

―
等
々
を
駆
使
し
て
、
「
見
え
な
い
も
の
」

を
思
い
切
り
「
見
え
る
も
の
」
に

―
つ
ま
り
「
可
視
化
」
し
て

―
つ
ま
り
「
シ
バ
イ
」
に

し
て
い
こ
う
と
い
う
植
草
と
監
督
黒
澤
明
の
若
々
し
い
才
能
を
野
田
は
称
賛
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
同
時
に
、
野
田
が
こ
の
「
心
理
の
具
象
化
」
と
い
う
項
目
を
最
後
に
置
い
た
理
由
は

明
ら
か
だ
と
思
う
。
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「
映
画
が
い
く
ら
か
で
も
心
理
描
写
に
眼
を
向
け
は
じ
め
た
の
は
、
歴
史
的
に
は
一
九
一
〇

年
前
後
、
そ
れ
ま
で
は
場
面
（
シ
ー
ン
）
を
編
集
の
単
位
と
し
て
何
よ
り
も
ま
ず
物
語
の
筋

（
事
件
）
を
伝
え
る
こ
と
に
専
念
し
て
い
た
が
、
や
が
て
新
し
い
技
法
の
発
見
と
と
も
に
画

面
（
カ
ッ
ト
）
を
単
位
と
す
る
編
集
に
切
り
替
え
ら
れ
た
結
果
、
そ
こ
に
物
語
ら
れ
る
事

件
の
も
う
一
つ
奥
に
あ
る
人
間
そ
の
も
の
の
姿
を
描
き
得
る
と
い
う
自
信
を
持
つ
に
至
っ

て
、
必
然
的
に
人
物
の
心
理

―
と
い
う
よ
り
も
正
し
く
は
感
情
だ
が

―
が
追
求
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
時
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
見
方
に
よ
れ
ば
、
そ
の
時
か
ら
映
画

が
微
か
な
が
ら
そ
れ
の
芸
術
と
し
て
の
基
礎
を
固
め
は
じ
め
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う

（
略
）
」
（
325
）

　

野
田
は
、
当
初
「
見
世
物
」
と
し
て
始
ま
っ
た
映
画
が
、
や
が
て
人
間
の
心
理
に
着
目
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
手
法
の
発
見
と
と
も
に
「
人
間
」
を
描
く
有
力
な
手
段
と
し
て
発
達
し
て
き
た
歴

史
を

―
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
「
芸
術
」
へ
と
発
達
し
て
き
た
歴
史
を
見
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

　　
　
　
　
　
　
　

〇

　　

そ
し
て
野
田
は
、
最
終
項
目
「
結
論
」
に
至
る
。

　

「
以
上
、
本
書
に
集
録
し
た
も
の
は
、
い
わ
ば
シ
ナ
リ
オ
の
基
礎
的
常
識
に
関
す
る
部
分
で

あ
り
、
盲
人
巨
像
を
探
る
の
例
え
に
倣
え
ば
、
よ
う
や
く
シ
ナ
リ
オ
と
い
う
巨
大
な
象
の
胴
体

を
探
り
あ
て
た
と
い
う
く
ら
い
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
シ
ナ
リ
オ
の
真
の
む
ず
か
し
さ
は
、
む

し
ろ
こ
れ
か
ら
先
に
あ
る
」

　

こ
れ
は
、
野
田
特
有
の
「
謙
虚
な
」
も
の
言
い
で
は
な
い
。

　

野
田
は
、
こ
の
本
で
書
き
漏
れ
た
項
目
に
、

　

主
役
、
脇
役
、
敵
役
、
三
枚
目
等
々
の
、
人
物
の
分
類
上
の
位
置
に
関
し
て
の
問
題
、

　

台
詞
や
環
境
描
写
、

　

「
時
間
」
に
関
す
る
問
題
、

　

伏
線
、

　

枷
、

　

省
略
、

　

反
復
、

　

サ
ス
ペ
ン
ス
、

　

ギ
ャ
グ
な
ど
、
各
種
の
技
巧
に
関
す
る
問
題

―
を
挙
げ
て
い
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
右
に
挙
げ
た
項
目
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
シ
ナ
リ
オ

作
法
上
の
重
要
な
技
巧
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
い
う
ま
で
も
な
く
、
シ
ナ
リ
オ
は
単
な
る
技
術
だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
も
の
が
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あ
る
。
と
同
時
に
ま
た
、
い
か
に
作
家
の
人
生
探
求
の
精
神
が
真
摯
苛
烈
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ

れ
だ
け
で
も
決
し
て
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
（
341
）

　

つ
ま
り
野
田
は
、
シ
ナ
リ
オ
を
つ
く
る
と
い
う
「
現
実
的
な
」
作
業
を
進
め
る
上
で
、
こ
の

書
物
で
展
開
し
て
き
た
よ
う
な
「
抽
象
的
な
」
作
業
が
必
要
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
？

　

言
い
か
え
れ
ば
「
実
作
」
と
「
理
論
」
と
の
往
復
―
―

　

シ
ナ
リ
オ
作
家
は
具
体
的
な
ア
イ
デ
ア
に
苦
し
む
と
同
時
に
、
で
は
そ
れ
は
「
理
論
的
に

は
」
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
抽
象
論
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
抽
象
論
だ
け
で
シ
ナ
リ
オ
が
書
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

同
時
に
あ
れ
こ
れ
の
「
具
体
論
」
だ
け
で
シ
ナ
リ
オ
が
書
け
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
「
具
体
」
で
迷
っ
た
と
き
、
「
抽
象
」
の
高
み
か
ら
そ
れ
を
眺
め
る
こ
と
で
、
ほ

ど
け
る
縺も

つ

れ
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

私
に
は
、
野
田
が
、
ま
ず
な
に
よ
り
も
自
分
自
身
の
た
め
に
、
そ
し
て
次
に
は
自
分
に
続
く

若
い
後
輩
た
ち
の
た
め
に
こ
の
本
を
つ
く
っ
た
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

「
シ
ナ
リ
オ
の
作
家
は
、
人
生
探
求
の
面
に
お
い
て
は
新
鮮
孤
高
な
直
観
力
を
も
つ
芸
術
家

で
あ
り
、
そ
の
作
品
処
理
の
点
に
お
い
て
は
冷
静
水
の
ご
と
き
判
断
力
を
持
つ
技
術
家
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
え
よ
う
」
（
341
）

　

野
田
が
、
こ
の
『
構
造
論
』
を
書
い
た
意
図
は
以
上
の
言
葉
に
尽
き
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ

い
よ
う
に
思
う
。

　　
　
　
　
　
　
　
　

〇

　　

蛇
足

　

さ
て
、
こ
の
「
解
読
」
も
終
り
に
近
づ
い
て
き
た
が
、
最
後
に
「
構
造
」
と
い
う
言
葉
に
つ

い
て
考
え
よ
う
。

　

野
田
が
、
「
シ
ナ
リ
オ
方
法
論
」
と
題
し
た
雑
誌
連
載
を
、
単
行
本
と
し
て
出
す
と
き
に

『
シ
ナ
リ
オ
構
造
論
』
と
改
題
し
た
い
き
さ
つ
は
前
に
書
い
た
が
、
私
が
数
え
た
と
こ
ろ
、
こ

の
本
に
「
構
造
」
と
い
う
言
葉
は
４
か
所
し
か
出
て
こ
な
い
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
も
文
中
で
触
れ
た
が
谷
崎
潤
一
郎
の
「
お
よ
そ
文
学
に
お
い
て
構
造
的
美
観

を
多
量
に
も
ち
得
る
も
の
は
小
説
で
あ
る
」
（
48
）
と
の
言
葉
の
引
用
の
文
脈
で
あ
り
、
野
田

は
「
私
は
今
こ
の
言
葉
を
借
り
て
、
（
略
）
次
の
よ
う
に
置
き
か
え
て
み
た
い
。
『
お
よ
そ
芸

術
作
品
の
中
で
構
造
的
美
観
を
最
も
多
量
に
持
ち
得
る
も
の
は
映
画
を
お
い
て
他
に
な
い
』
」

（
48
）
と
書
い
て
い
る
。

　

そ
し
て
「
そ
の
構
造
美
の
拠
っ
て
来
た
る
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
る
と
、
第
一
に
は
画
面
の
構

図
、
第
二
に
は
画
面
と
画
面
と
の
接
続
方
法
、
第
三
に
は
テ
ン
ポ
の
緩
急
、
第
四
に
は
律
動
感
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の
強
弱
、
第
五
に
は
部
分
と
全
体
と
の
比
例
、
第
六
に
は
適
時
的
な
状
況
の
変
化
、
第
七
に
は

抑
揚
、
第
八
に
は
調
和
、
第
九
に
は
量
感
等
々
…
…
」
（
49
）
と
「
構
造
美
」
の
要
素
を
並

べ
上
げ
、
そ
れ
ら
が
渾
然
い
っ
た
い
と
な
っ
て
発
散
す
る
の
が
「
映
画
の
外
貌
の
美
し
さ
」

（
49
）
で
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
肝
心
の
シ
ナ
リ
オ
は
ど
こ
に
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

野
田
に
よ
れ
ば
、

「
映
画
が
美
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
内
包
す
る
真
と
か
実
と
か
い

う
も
の
が
形
態
的
に
も
充
分
に
感
覚
化
さ
れ
、
同
時
に
感
覚
的
な
も
の
も
ま
た
充
分
に
精
神
化

さ
れ
て
、
そ
こ
に
内
容
と
形
態
と
の
完
全
な
一
致
融
合
が
あ
り
、
そ
の
一
致
融
合
の
間
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
美
し
さ
、
そ
の
場
合
の
美
し
さ
こ
そ
が
映
画
と
し
て
の
本
当
の
美
し
さ
で
あ
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
（
映
画
美
に
つ
い
て
）
（
47
）
。

　

こ
の
文
中
の
「
真
と
か
実
と
か
い
う
も
の
」
こ
そ
が
、
野
田
が
シ
ナ
リ
オ
で
担
保
す
べ
き
も

の
と
し
た
、
こ
の
書
物
全
体
の
主
題
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
野
田
が
右
に
言
っ
た
「
構
造
美
」
の
要
素
の
中
に
「
シ
ナ
リ
オ
」
は
入
ら

ず
、
む
し
ろ
野
田
自
身
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
映
画
の
「
外
貌
の
」
美
し
さ
に
過
ぎ

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
映
画
の
「
内
面
の
美
し
さ
」
と
は
な
に
か
？

　

そ
れ
は
野
田
が
し
ば
し
ば
言
及
し
て
い
る
「
組
み
立
て
ら
れ
た
全
体
」
と
い
う
言
葉
が
表
す

な
に
か
、
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

　

野
田
は
、
そ
の
言
葉
が
表
す
な
に
か
を
シ
ナ
リ
オ
が
担
う
べ
き
任
務
と
考
え
、
そ
れ
を
「
構

造
」
と
い
う
言
葉
で
置
き
換
え
て
書
名
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

「
構
造
」
＝
「
組
み
立
て
ら
れ
た
全
体
」

　

事
実
「
世
界
」
は
、
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
「
全
体
」
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。

　

戦
前
「
い
や
に
な
る
ほ
ど
メ
ロ
ド
ラ
マ
を
書
い
た
」
（
山
内
玲
子
談
）
野
田
は
、
戦
後
、
そ

の
「
平
面
的
な
」
世
界
か
ら
脱
出
す
べ
く
、
立
体
的
な
全
体
つ
ま
り
「
世
界
」
そ
の
も
の
を
見

よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

そ
し
て
そ
の
「
全
体
」
を
「
組
み
立
て
る
」
こ
と
こ
そ
シ
ナ
リ
オ
ラ
イ
タ
ー
の
仕
事
と
考

え
、
そ
れ
を
理
論
的
に
裏
づ
け
よ
う
と
し
た
の
が
『
構
造
論
』
だ
っ
た
、
と
私
は
推
測
す
る
。　

　

事
実
、
野
田
の
「
シ
ナ
リ
オ
方
法
論
」
の
連
載
は
、
昭
和
21
年
か
ら
始
ま
っ
て
、
単
行
本
と

な
っ
た
27
年
は
、
ま
だ
連
載
継
続
中
だ
っ
た
。

　

こ
の
間
、
野
田
は
小
津
安
二
郎
と
再
会
し
、
以
後
、
『
晩
春
』
（
昭
和
24
年
）
、
『
麥
秋
』

（
同
26
年
）
、
『
東
京
物
語
』
（
同
28
年
）
の
“
紀
子
三
部
作
”
を
書
い
て
、
戦
後
の
「
小
津

映
画
」
の
高
い
山
脈
を
つ
く
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
ら
創
作
の
傍
ら
に
、
こ
の
『
シ
ナ
リ
オ
構
造
論
』
の
勉
強
と
執
筆
が
あ
っ
た
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―
私
は
そ
う
考
え
て
い
る
。

＊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　


