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う
年
月
は
け
っ
し
て
短
い
も
の
で
は
な
い
し
、
そ
の
間
、
わ
た
し

埴
谷
雄
高
の
名
は
終
戦
直
後
に
大
き
な
文
学
的
潮
流
を
作
っ
た

れ
か
ら
き
っ
ち
り
半
世
紀
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
五
十
年
と
い

、
、
。

し
し

の
で
あ
っ
た
。
埴
谷
雄
高
と
出
会
っ
た
の
は
十
五
歳
の
時
で
、
そ

わ
た
し
に
と
っ
て
埴
谷
雄
高
と
の
出
会
い
は
、
そ
の
よ
う
な
も

に
、
通
常
は
起
こ
り
え
な
い
よ
う
な
奇
妙
な
こ
と
が
起
こ
る
。

の
側
の
資
質
と
が
、
鍵
と
鍵
穴
の
よ
う
に
ぴ
た
り
と
一
致
し
た
時

埴
谷
雄
高
に
つ
い
て
は
多
く
の
評
論
が
出
て
い
る
。
埴
谷
雄
高

の
全
集
も
河
出
書
房
版
と
講
談
社
版
の
二
種
が
出
版
さ
れ
て
い

る
。
日
本
の
文
学
史
に
確
実
な
足
跡
を
残
し
た
作
家
だ
と
い
っ
て

い
る
。

い
う
こ
と
も
起
こ
り
得
る
。
先
行
す
る
作
品
の
特
質
と
、
受
け
手

り
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
も
っ
た
作
業
に
な
る
の
で
は
と
考
え
て

て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
人
間
の

一
生
が
決
ま
っ
て
し
ま
う
と

い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
人
生
の
し
め
く
く

い
う
も
の
は
大
き
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
あ
る
。
何
か
に
出
会
っ

の
五
十
年
の
年
月
の
彼
方
に
あ
る
、
埴
谷
雄
高
と
の
出
会
い
に
つ

だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
、
大
き
な
意
味

が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
と
は
い
え
文
学
の
場
合
は
、
出
会
い
と

は
こ
の
五
十
年
を
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
生
き
て
き
た
。

い
ま
そ

合
っ
て
き
た
と
い
っ
て
も
い
い
の
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
ろ
わ
た
し

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
世
に
生
ま
れ
落
ち
る
と
い
う
の
も
偶
然
な
の

通
じ
て
、

さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
向
き

人
が
何
か
に
出
会
う
と
い
う
の
は
、
た
い
て
い
は
偶
然
だ
ろ
う

埴
谷
雄
高
と
の
出
会
い

は
絶
え
ず
埴
谷
雄
高
と
向
き
合
っ
て
生
き
て
き
た
。
埴
谷
雄
高
を

三

田

誠

広
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木
基

一
。
小
田
切
秀
雄
。

の
埴
谷
は
い
つ
完
結
す
る
と
も
知
れ
な
い
超
難
解
な
連
載
小
説

（
『
死
霊
」
）
を
書
き
、
時
に
謎
め
い
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
（
『
不
合
理

ゆ
え
に
我
信
ず
』
）
を
発
表
す
る
作
家
と
し
て

一
部
の
人
々
に
は

知
ら
れ
て
い
た
が
、

『近
代
文
学
』
の
他
の
同
人
と
比
べ
て
も
、

で
、
「
近
代
文
学
』
創
刊
時
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
い
て
、
こ

の
同
人
誌
の
中
心
人
物
で
あ

っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

そ
の
後
、

『近
代
文
学
』
は
第
一
次
戦
後
派
、
第
二
次
戦
後
派

て
終
刊
と
な
っ
た
。

出
発
時
点
で
の
同
人
は
七
人
。

名
を
挙
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

荒
正
人
。
平
野
謙
。
本
多
秋
在
。
埴
谷
雄
高
。
山
室
静
。
佐
々

と
呼
ば
れ
る
作
家
た
ち
を
世
に
送
り
出
し
た
あ
と
、
役
目
を
終
え

実
際
に
埴
谷
は
の
ち
に
、
数
多
く
の
評
論
や
エ
ッ
セ
ー
の
中

あ
っ
た
。

め
役
と
し
て
、
絹
集
能
力
を
評
価
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が

か
っ
た
よ
う
で
、
む
し
ろ
併
走
す
る
作
家
や
評
論
家
た
ち
の
ま
と

そ
れ
ほ
ど
有
名
で
は
な
く
、
作
品
が
高
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
な

同
人
誌
『
近
代
文
学
j

と
と
も
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
当
時

゜
、つ

い
ず
れ
も
そ
の
後
、
高
名
な
評
論
家
と
な
っ
た
。
埴
谷
雄
話
も

評
論
を
多
く
書
い
て
い
る
か
ら
、

全
員
が
評
論
家
だ
と
い
っ
て
い

い
だ
ろ
う
。
『
近
代
文
学
』
は
評
論
家
の
集
団
が
発
刊
し
た
同
人

誌
な
の
だ
。

宏
。
福
永
武
彦
。
加
藤
周

一
。
中
村
真
一
郎
。

こ
の
リ
ス
ト
を
見
る
と
過
半
が
小
説
家
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
評

論
の
同
人
誌
と
し
て
出
発
し
た

『近
代
文
学
」
が
、
交
流
の
輪
を

拡
げ
て
い
く
う
ち
に
、
小
説
の
発
表
の
舞
台
と
な
っ
て
い
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。

同
人
の
リ
ス
ト
に
は
加
わ
っ
て
い
な
い
が
、
椎
名
麟
三
、
梅
崎

春
生
、
武
田
泰
淳
、
大
岡
昇
平
、
安
部
公
房
、
島
尾
敏
雄
、
堀
田

善
衛
ら
も
同
人
と
は
交
友
関
係
が
あ
り
、
作
品
を
発
表
し
て
も
い

る
。
こ
れ
に
井
上
光
晴
と
長
谷
川
四
郎
を
加
え
て
も
い
い
だ
ろ

こ
う
し
た
作
家
の
名
前
を
眺
め
て
い
る
と
、
一
時
期
の
日
本
の

文
学
史
の
ほ
ぽ
全
体
が
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
感
じ
が
否
め
な
い
。

久
保
田
正
文
。
花
田
清
輝
。
平
田
次
三
郎
。
大
西
巨
人
。
野
間

わ
っ
た
。

の
ち
に
同
人
の
拡
大
が
あ

っ
て
、
次
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
が
加
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放
置
さ
れ
て
い
た
の
で
、
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
単
行
本
も

ち
ら
を
ま
ず
読
ん
で
み
る
と
い
う
の
は
、
よ
い
読
書
習
慣
と
は
い

本
を
入
手
し
て
そ
の
本
の
末
尾
に
解
説
が
付
い
て
い
れ
ば
、
そ

が
ま
と
め
ら
れ
て
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
内

四
章
の
途
中
で
中
断
さ
れ
た
ま
ま
だ
っ
た
。
作
品
は
第
一二
章
ま
で

執
筆
を
絶
っ
て
療
養
し
て
い
た
。
そ
の
間
、
長
篇
『
死
霊
』
は
第

の
、
と
か
さ
ね
て
た
ず
ね
る
と
、

た
れ
も
ま
と
も
に
こ
た
え

埴
谷
雄
裔
は
か
な
り
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
腸
結
核
を
患
い
、

と
こ
た
え
る
の
で
あ
っ
た
。
ど
ん
な
こ
と
を
か
い
て
い
る

時
の
日
本
文
学
全
集
に
、
埴
谷
雄
高
の
名
前
は
見
ら
れ
な
い
。

ら
は
ま
た
一
種
名
状
し
が
た
い
表
情
を
う
か
べ
て
『
死
霊
』

ば
新
潮
社
や
筑
摩
書
房
な
ど
、
人
気
作
家
を
ず
ら
り
と
揃
え
た
当

怖
の
表
情
で
語
り
っ
た
え
ら
れ
た
伝
説
的
存
在
で
あ
っ
た
。

代
文
学
な
ど
み
む
き
も
し
な
か
っ
た
こ
ろ
か
ら
、

一
種
の
畏

講
談
社
、
新
潮
社
、
文
藝
春
秋
と
い
っ
た
文
芸
出
版
社
が
活
動
を

再
開
す
る
よ
り
も
早
く
、
終
戦
直
後
の
ま
だ
印
刷
用
紙
が
厳
し
い

し
配
給
制
で
あ
っ
た
時
期
に
、
い
ち
早
く

『近
代
文
学
』
が
発
刊

さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
わ
ず
か
な
期
間
で
は
あ
っ
た
が
、
こ

し
か
し
な
が
ら
、

『近
代
文
学
』

で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
「
戦
後
派
」

と
呼
ば
れ
る
作
家
た
ち
が
、
日
本
文
学
の
中
心
と
し
て
活
躍
し
た

の
に
対
し
、
埴
谷
雄
高
が
作
家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
ず
っ
と
あ
と
の
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え

容
の
難
解
さ
に
加
え
て
、
物
語
の
序
盤
が
提
示
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
こ
れ
か
ら
何
が
起
こ
る
か
予
測
も
つ
か
な
い
よ
う
な
状
態
で

出
版
さ
れ
た
短
篇
集
『
虚
空
』
に
付
け
ら
れ
た
解
説
で
、
吉
本
隆

明
が
述
べ
て
い
る
。

そ
う
い
う
表
情
を
人
か
ら
人
へ
は
こ
ん
で
ゆ
く
も
の
に
、
ど

ん
な
作
品
を
か
い
て
い
る
人
な
の
、
と
た
ず
ね
る
と
、
か
れ

ず
に
、
お
そ
ろ
し
く
難
解
な
小
説
な
ん
だ
と
、
ま
た
一
種
の

表
情
を
う
か
べ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。

埴
谷
雄
高
と
い
う
名
は
、
戦
後
、
わ
た
し
が
日
本
の
同
時

。
、つ の

同
人
誌
が
日
本
文
学
の
中
心
に
あ
っ
た
と
見
て
も
い
い
だ
ろ

そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
、
『
死
霊
」
以
外
の
短
篇
を
ま
と
め
て

に
流
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

長
く
絶
版
と
な
っ
て
い
た
。
た
だ
「
難
解
伝
説
」
だ
け
が
ひ
そ
か



118 

あ
て
て
、
彼
は
奇
妙
な
悔
恨
に
耽

っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
ふ

部
分
に
接
し
た
時
の
言
い
し
れ
ぬ
お
の
の
き
の
よ
う
な
も
の
も
、

う
ち
に
す
で
に
疲
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
そ
の
糎
を
、
壁
ヘ

少
し
長
い
引
用
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
作
品
の
冒
頭

持
ち
扱
い
か
ね
て
し
ま
う
の
で
あ

っ
た
。
ま
だ
何
も
し
な
い

り
に
多
忙
な
高
校
生
に
と
っ
て
は
、
読
書
の
時
間
は
限
ら
れ
て
い

る
の
で
、
よ
り
効
率
的
な
読
書
の
た
め
に
先
に
解
説
を
読
む
と
い

う
の
は
、
許
さ
れ
る
行
為
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

し
て
も
わ
た
し
は
こ
こ
に
引
用
し
た
吉
本
隆
明
の
解
説
を
先
に
読

た
ぶ
ん
こ
の
冒
頭
の
数
行
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
早
く
本
文
を
読

み
た
い
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
て
、
作
品
集
の
冒
頭
に
収
め
ら
れ

て
い
る

「洞
窟
』
と
い
う
作
品
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
た
の
だ
と
思
わ

午
後
、
薄
れ
た
陽
の
光
が
部
屋
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
そ
の
頃

に
な
る
と
、
重
苦
し
い
時
間
が
襲
っ
て
き
た
。
彼
は
自
身
を

す
る
と
、
こ
ん
な
文
章
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
の
だ
っ
た
。

《
そ
の
存
在
だ
け
に
よ
っ
て
苛
め
て
や
り
た
く
な
る
存
在
が

れ
る
。

わ
い
得
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

快
と
い
う
も
の
は
、
こ
の
方
法
以
外
に
は
、
自
ら
求
め
て
味

的
な
不
快
感
を
彼
は
覚
え
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
本
質
的
不

の
よ
う
に
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。

谷
雄
高
に
対
す
る
期
待
感
の
よ
う
な
も
の
を
、

つ
い
昨
日
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
う
な
る
こ
と
を
望
ん

ん
だ
の
だ
が
、
こ
の
冒
頭
の
く
だ
り
を
読
ん
だ
時
の
驚
き
と
、
埴

を
苛
む
の
は
、
何
か
異
様
な
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
な
の

た
。
知
っ
て
い
な
が
ら
彼
が
こ
う
し
た
奇
妙
な
方
法
で
自
身

あ
っ
た
。
そ
れ
は
内
部
か
ら
凍
り
は
じ
め
て
ゆ
く
の
で
あ
っ

え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
学
校
の
授
業
な
ど
も
あ
っ
て
そ
れ
な

う
に
す
る
と
た
ち
ま
ち
肩
が
冷
え
て
く
る
の
を
彼
は
知
っ
て

い
た
。
奇
妙
な
こ
と
に
左
の
肩
だ
け
が
急
速
度
に
、
凍

っ
て

ゆ
く
さ
ま
が
刻
々
わ
か
る
ふ
う
に
冷
え
き

っ
て
ゆ
く
の
で

で
い
た
。
こ
う
し
て
い
る
と
、
恐
ろ
し
い
熱
病
が
起
っ
て
く

る
の
で
あ
る
。
そ
の
熱
病
に
冒
さ
れ
て
い
る
間
に
或
る
本
質

あ
る
と
し
て
、
さ
て
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、
さ
て
俺
を
ど
う

し
た
も
の
か
。
こ
こ
に
1

固
着
観
念
が
あ
る
の
だ
が
、
ふ

む
、
ど
こ
か
神
経
が
弱
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
》
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の
で
あ
っ
た
。
そ
の
感
情
に
と
り
つ
か
れ
る
と
、

ふ
い
に
あ

《
ま
る
で
世
界
が
―
つ
の
大
き
な
舞
台
の
よ
う
だ
。
俺
は
そ

も
前
ぶ
れ
も
な
く
、
突
如
と
し
て
彼
に
襲
い
か
か
っ
て
く
る

い
白
々
し
さ
を
身
に
覚
え
る
の
で
あ
っ
た
。

な
感
情
に
と
り
つ
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
い
つ
も
何
の
理
由

は
丁
度
遠
く
か
ら
芝
居
を
見
て
い
る
時
の
よ
う
な
、
も
の
う

は
こ
の
ご
ろ
時
と
し
て
持
病
の
よ
う
に
お
こ
る
、

一
種
奇
妙

青
や
赤
の
電
燈
に
照
ら
さ
れ
た
商
店
街
を
歩
き
な
が
ら
、

M 

そ
の
時
M
の
意
識
は
、
異
常
な
ほ
ど
に
高
ま
っ
て
い
た
。

て
い
た
。
商
店
街
の
美
し
く
飾
ら
れ
た
ウ
イ
ン
ド
、
せ
わ
し

れ
わ
た
し
の
デ
ビ
ュ
ー
作
の
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
お
く
。

を
受
け
て
い
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ

い
る
と
い
う
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
、
強
す
ぎ
る
ほ
ど
の
影
響

か
し
そ
こ
に
み
な
ぎ
っ
て
い
る
雰
囲
気
の
よ
う
な
も
の
は
、
似
て

れ
た
子
供
と
で
も
い
っ
た
ふ
う
に
、
彼
は
一
切
の
意
志
を

の
冒
頭
部
分
は
、
先
に
引
用
し
た
『
洞
窟
j

の
冒
頭
部
分
の
、

こ
°

ナ け
っ
し
て
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ほ

い
ま
引
用
の
た
め
に
書
き

写
し
て
い
る
間
に
も
、
息
苦
し
さ
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ

恥
を
承
知
で
告
白
す
れ
ば
、
そ
の
二
年
後
に
わ
た
し
が
書
い

て
、
実
質
的
に
文
壇
へ
の
デ
ビ
ュ
ー
作
と
な
っ
た
『
M
の
世
界
」

と
ん
ど
完
全
な
コ
ピ
ー
だ
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
文

章
そ
の
も
の
が
逐
次
に
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し

ら
ゆ
る
も
の
が
自
分
と
無
関
係
に
思
え
、
自
分
自
身
の
肉
体

す
ら
も
、
何
か
自
分
そ
の
も
の
、
意
識
の
根
源
で
あ
る
真
の

自
分
そ
の
も
の
と
は
、
別
の
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
の
で

あ
っ
た
。
彼
の
意
識
は
極
度
の
昂
奮
の
た
め
に
疲
れ
て
い

た
。
肉
体
は
ま
る
で
他
人
の
も
の
の
よ
う
に
、
せ
っ
せ
と
彼

を
家
の
方
へ
と
運
ん
で
い
た
が
、
彼
の
意
識
は
そ
れ
を
、
何

か
抗
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
強
烈
な
他
者
の
圧
力
の
よ
う

に
感
じ
て
い
た
。
さ
な
が
ら
、
母
親
の
背
中
に
縛
り
つ
け
ら

失
っ
て
い
た
。
た
だ
彼
は
意
識
の
目
を
し
つ
か
り
と
開
き
、

自
分
の
ま
わ
り
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
、
挑
む
よ
う
な
嫌

悪
と
軽
蔑
の
念
を
ふ
り
ま
い
て
い
た
。
彼
は
孤
独
で
あ
っ

た
。
彼
の
意
識
は
、
も
は
や
全
て
の
も
の
に
現
実
感
を
失
っ

げ
に
街
を
行
く
大
ぜ
い
の
人
々
、
そ
し
て
そ
の
中
を
歩
い
て

い
る
自
分
自
身
の
肉
体
。
そ
う
い
っ
た
全
て
の
も
の
に
、

M
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作
な
し
の
佳
作
第
一
席
と
い
う
こ
と
で

「文
藝
』
誌
上
に
掲
載
さ

森
川
達
也
氏

生
小
説
コ
ン
ク
ー
ル
」
と
い
う
催
し
に
投
稿
し
た
と
こ
ろ
、
受
賞

的
に
描
い
た
小
説
と
い
う
点
か
ら
な
ん
で
す
。

と
い
う
よ
う
な
問
題
を
、
未
熟
な
形
で
で
す
が
、
形
而
上
学

こ
の

『
M
の
世
界
」
と
い
う
作
品
は
、
当
時
、
河
出
書
房
の

『文
藝
』
で
新
人
賞
の
文
藝
賞
と
は
別
に
募
集
さ
れ
て
い
た
「
学

僕
は
「

M
の
世
界
」
に
注
目
し
た
の
で
す
が
、
人
間
の
意
識

な
と
、

い
ま
改
め
て
痛
感
し
て
い
る
。

秋
山
駿
氏

芸
術
は
模
倣
か
ら
始
ま
る
と
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
強
く
影
響
を
受
け
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
れ
だ
と
思
っ
て
出
て
き
た
。

が
、
出
て
い
る
感
じ
は
す
る
の
だ
な
。
応
募
作
の
中
で
は
、

こ
と
は
、
誰
に
で
も
見
て
と
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。

ぼ
く
は
「

M
の
世
界
」
と
い
う
の
は
、
自
分
と
い
う
も
の

と
い
っ
た
文
章
の
ス
タ
イ
ル
が
、
ほ
と
ん
ど
そ
っ
く
り
だ
と
い
う

安
岡
章
太
郎
氏

に
、
あ
え
て
そ
の
部
分
ま
で
を
引
用
し
た
の
だ
が
、
周
囲
の
世
界

に
対
す
る
病
的
な
違
和
感
の
表
現
と
、
内
面
に
お
け
る
自
問
自
答

゜
、つ

ろ
が
、
そ
っ
く
り
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
を
見
て
い
た
だ
く
た
め

メ
ン
ト
が
転
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
こ
こ
に
引
用
し
て
お
こ

の
あ
と
に
い
き
な
り
主
人
公
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
挿
入
さ
れ
る
と
こ

の
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
の
単
行
本
の
帯
に
は
一
―
一
人
の
文
学
者
の
コ

こ
れ
も
長
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
冒
頭
の
叙
述
の
部
分

し
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
て
作
家
と
し
て
の
活
動
を
始
め
て
か
ら
後

俺
に
は
真
の
自
分
に
戻
る
場
所
が
な
い
の
だ
。
》

エ
ロ
だ
。
け
れ
ど
も
、
ピ
エ
ロ
に
は
化
粧
を
お
と
し
て
く
つ

ろ
ぐ
こ
と
の
で
き
る
、
安
ら
か
な
楽
屋
部
屋
が
あ
る
の
に
、

出
発
点
に
も
な
っ
た
。

に
な
っ
た
わ
け
で
、
そ
の
後
の
わ
た
し
の
作
家
と
し
て
の
人
生
の

の
上
で
一
人
の
ピ
エ
ロ
を
演
じ
て
い
る
。
俺
は
疲
れ
た
老
ピ

い
ま
手
も
と
に
あ
る
『
M
の
世
界
』
（
河
出
書
房
新
社
）
と
い

う
単
行
本
が
発
刊
さ
れ
た
の
は
、
雑
誌
掲
載
の
十
年
後
で
、
わ
た

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
が
わ
た
し
に
と
っ
て
の
デ
ビ
ュ
ー
作
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ラ
ン
プ
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
ラ
ッ
ク
と
い
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
が
、
埴
谷
雄
高
の
強
い
影
響
を
受
け
た
ま
ま
、
何
か

書
い
て
み
よ
う
と
思
っ
て
書
い
た
ら
、
思
い
が
け
ず
す
ご
い
も
の

も
っ
と
も
デ
ビ
ュ
ー
作
を
書
い
た
あ
と
、
わ
た
し
は
極
度
の
ス

に
つ
い
て
論
じ
る
年
末
の
座
談
会
か
ら
の
引
用
だ
と
思
わ
れ
る

メ
ン
ト
は
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
そ
の
年
の
す
べ
て
の
文
学
作
品

ほ
ど
社
会
に
出
て
働
い
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
間
も
時
々
は

「文

初
稿
に
は
不
備
な
と
こ
ろ
も
多
く
ボ
ツ
と
な
っ
た
。
そ
れ
で
四
年

（
従
っ
て
す
べ
て
談
話
か
ら
収
録
し
た
も
の
）
。

品
は
、
大
学
の
卒
論
（
演
劇
科
な
の
だ
が
「
ヨ
ブ
記
と
維
摩
経
』

と
い
う
戯
曲
形
式
の
宗
教
書
を
論
じ
た
も
の
）
を
提
出
し
た
後
、

卒
業
ま
で
の
間
の
ひ
ま
な
時
期
に
草
稿
を
書
き
、
あ
わ
よ
く
ば
そ

れ
が
売
れ
て
、
就
職
し
な
く
て
す
む
か
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、

芥
川
賞
を
受
賞
す
る
こ
と
に
な
っ
た

『僕

っ
て
何
j

と
い
う
作

安
岡
氏
の
コ
メ
ン
ト
は
最
終
選
考
会
の
模
様
を
す
べ
て
収
録
し

た
「
文
藝
』
掲
載
の
座
談
会
か
ら
、
ま
た
秋
山
氏
と
森
川
氏
の
コ

れ
が
見
え
て
き
た
の
は
四
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
だ
）
。

れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。

わ
っ
て
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
し
、
作
家
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も

め
ら
れ
た
こ
と
は
事
実
で
、
実
力
以
上
に
高
く
評
価
さ
れ
期
待
さ

け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
だ
自
分
に
は
小
説
を
書
く
実
力
が
そ
な

の
を
書
い
て
い
く
か
と
い
う
見
通
し
も
立
っ
て
い
な
か
っ
た

（そ

も
、
わ
た
し
の
デ
ビ
ュ
ー
作
は
お
お
む
ね
好
感
を
も
っ
て
受
け
止

こ
れ
は
本
の
帯
に
宣
伝
と
し
て
転
載
さ
れ
た
も
の
で
、

つ
ご
う

の
い
い
と
こ
ろ
だ
け
を
抜
き
出
し
た
と
い
う
面
は
あ
る
け
れ
ど

を
つ
け
て
く
れ
た
の
で
、
早
稲
田
の
学
生
に
な

っ
て
か
ら
は
、
作

品
ら
し
き
も
の
が
書
き
上
が
る
と
、
す
ぐ
に
編
集
部
に
持
ち
込
ん

で
い
た
の
だ
が
、
大
学
の
卒
業
間
際
に

「体
操
教
師
」
と
い
う
作

品
が
掲
載
さ
れ
た
だ
け
で
、
ま
さ
に
苦
節
十
年
の
試
行
錯
誤
を
続

て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
な
。

高
校
生
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
時
に
、

「文
藝
j

絹
集
部
は
担
当
者

思
っ
て
書
い
た
作
品
が
い
ま
ま
で
の
伝
統
的
な
感
性
と
は
、

ま
っ
た
く
質
が
違
う
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、
や
は
り
注
目
し

「

M
の
世
界
」

の
場
合
は
、
あ
の
作
者
が
、
書
き
た
い
と

ま
た
書
く
わ
け
に
も
い
か
ず
、
試
行
錯
誤
は
し
た
も
の
の
、
出
来

損
な
い
の
ボ
ツ
原
稿
が
た
ま
る
一
方
だ
っ
た
。

が
書
け
た
、
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
の
だ
が
、
同
じ
よ
う
な
も
の
を
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よ
う
な
多
く
の
読
者
を
愉
し
ま
せ
る
よ
う
な
も
の
を
書
か
な
い
と

わ
た
し
は
こ
の
原
稿
を
さ
し
た
る
設
計
図
も
な
し
に
書
き
始
め

し
か
し
多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
門
戸
を
開
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
は
、
埴
谷
さ
ん
自
身
か
ら
い
た
だ
い

た
も
の
だ
。

の
作
品
の
中
か
ら
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
け
を
抽
出
し
て
作
品
を
書
い
て

き
た
の
だ
が
、
き
み
は
ま
だ
若
い
の
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

類
似
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
続
け
た
い
。

に
、
自
分
は
長
く
病
気
を
し
て
い
た
の
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

一
度
、
原
点
に
戻
っ
て
、
『
洞
窟
』
と

ま
ざ
ま
な
お
話
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
る
機
会
を
得
た
。
そ
の
お
り

と
り
あ
え
ず
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
を
書
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い

い
う
思
い
か
ら
試
行
錯
誤
を
重
ね
た
結
果
、
『
僕
っ
て
何
』
に
見

ら
れ
る
軽
い
文
体
に
到
達
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
後
の

と
は
ま
た
、

い
ず
れ
語
る
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
本
稿
は
埴
谷

雄
高
と
の
出
会
い
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
し
て
あ
る
の
で
、
も
う

た
。
『
洞
窟
』

『
M
の
世
界
』

の
文
体
の

の
作
者
に
つ
い
て
は
、
単
に
若
き
日
に
影
響
を
受

し
て
も
ら
っ
て
、
わ
た
し
は
埴
谷
さ
ん
と
数
時
間
、
対
面
し
て
さ

の
世
界
』

で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
翌
年
、
『
文
藝
』
の
担
当
者
に
同
行

わ
た
し
の
作
家
と
し
て
の
仕
事
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
そ
の
こ

そ
の
こ
と
は
稿
を
改
め
て
書
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
『
M

し
、
埴
谷
雄
高
の
影
響
か
ら
脱
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

埴
谷
雄
高
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
誰
も
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。

谷
さ
ん
の
お
言
葉
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

け
た
読
み
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
文
章
を
見
れ
ば
、

れ
る
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
、
埴

書
く
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
書
き
始
め
た
も
の
で
、
文
体
も
く
だ

き
、
さ
ら
に
埴
谷
さ
ん
自
身
が
『
死
霊
』

の
続
篇
を
書
い
て
お
ら

こ
の
『
僕
っ
て
何
』
と
い
う
作
品
は
、
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
を

書
く
つ
も
り
で
い
た
。

し
か
し
そ
の
後
、
長
い
ス
ラ
ン
プ
が
続

た
）
を
書
き
直
す
こ
と
に
し
た
。

ん
の
影
響
を
受
け
て
、
中
断
さ
れ
て
い
る
『
死
霊
』
を
わ
た
し
が

書
い
た
作
品
（
最
初
か
ら
『
僕
っ
て
何
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
だ
っ

も
ら
っ
て
い
た
。
そ
の
担
当
者
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
、
卒
業
間
際
に

藝
』
の
担
当
者
と
会
っ
て
、
文
壇
バ
ー
な
ど
に
も
連
れ
て
い
っ
て

い
け
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
こ
と
を
言
わ
れ
た
。

そ
の
時
は
、
埴
谷
さ
ん
の
お
言
葉
は
、
わ
た
し
の
右
の
耳
か
ら

左
の
耳
に
通
り
抜
け
た
だ
け
だ
っ
た
。
自
分
は
徹
底
的
に
埴
谷
さ
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（『罪
と
罰
」言
白
痴
」
『
悪
霊
」
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
j

／
こ
の

最
後
の
長
篤
の
直
前
に
書
か
れ
た

『未
成
年
」
は
長
篇
で
は
あ
る

が
内
容
が
軽
い
の
で
代
表
作
に
は
数
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
多
い
）

こ
の
作
品
は
後
期
の
大
長
篇
群
で
代
表
作
と
さ
れ
る
四
つ
の
作
品

者
米
川
正
夫
の
見
解
で
あ
り
、
わ
た
し
も
そ
の
見
解
に
同
意
す
る

下
生
活
者
」
の
手
記
で
あ
り
、
あ
え
て
意
訳
し
た
と
い
う
の
が
訳

て
こ
れ
は
、
世
間
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
人
間
と
い
う
意
味
で
の
「
地

し
て
「
地
下
室
の
手
記
」
と
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ

―
つ
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
『
地
下
生
活
者
の
手
記
』
だ
。

て
、
と
り
あ
え
ず
並
べ
て
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
。

確
認
の
た
め
に
そ
の
二
つ
の
作
品
を
書
架
か
ら
引
き
出
し
て
き

わ
れ
る
。

い
う
直
観
め
い
た
も
の
が
閃
き
、
じ
っ
く
り
と
考
え
て
い
る
う
ち

が
本
人
な
の
で
、
こ
れ
は
単
に
記
憶
を
た
ど
る
だ
け
で
い
く
ら
で

し
か
し
こ
の
原
稿
を
書
き
始
め
て
、
引
用
の
た
め
に
原
典
を
引

き
写
し
て
い
る
時
に
、
当
初
は
考
慮
に
入
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と

が
想
い
う
か
ん
で
き
た
。
こ
れ
に
似
た
文
章
が
他
に
も
あ
る
な
と

に
二
つ
の
作
品
の
冒
頭
部
分
が
頭
の
中
に
も
ち
あ
が
っ
て
き
た
。

も
材
料
は
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

文
の
よ
う
な
文
体
で
書
か
れ
た
こ
の
作
品
に
つ
い
て
言
及
す
る
前

に
、
こ
の
作
品
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
一
言
述
べ
て
お
く
。
原
題

は

「地
下
室
の
手
記
』
だ
が
、
場
所
が
ネ
ヴ
ァ
河
の
河
口
に
築
か

れ
た
港
湾
都
市
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
あ
り
、
地
下
室
と
い
う
も
の
は

想
定
し
に
く
い
。
た
と
え
ば
『
罪
と
罰
』

ニ
コ
フ
は
、
最
上
階
の
屋
根
裏
部
屋
に
住
ん
で
い
る
。
手
記
を
書

い
て
い
る
主
人
公
も
同
様
の
安
下
宿
で
生
活
し
て
い
る
も
の
と
思

こ
の
題
名
は
比
喩
と
し
て
非
合
法
活
動
家
が
「
地
下
に
潜
る
」

と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
の
と
同
様
に
、
社
会
と
の
接
点
を

絶
っ
て
隠
遁
生
活
を
し
て
い
る
人
物
が
書
い
た
手
記
を
、
比
喩
と

思
っ
て
い
た
し
、
『
M
の
世
界
』

の
作
者
に
つ
い
て
は
、
わ
た
し

な
り
さ
え
す
れ
ば
、

い
く
ら
で
も
書
く
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
と

の
主
人
公
ラ
ス
コ
ー
リ

ほ
と
ん
ど
小
説
的
な
展
開
を
も
た
な
い
、

や
研
究
者
の
文
章
も
読
ん
で
い
る
の
で
、
と
り
う
え
ず
書
く
気
に

な
い
。

け
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
本
人
に
何
度
も
会
っ
た

こ
と
が
あ
り
、
本
人
の
著
作
も
読
み
込
み
、
ま
た
多
く
の
評
論
家

エ
ッ
セ
ー
か
哲
学
論

に
先
立
っ
て
書
か
れ
た
中
篇
で
、
重
厚
長
大
な
大
長
篇
群
の
い
わ

ば
「
露
払
い
」
の
よ
う
な
作
品
と
し
て
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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、つ
。

諸
君
の
理
解
を
絶
し
た
こ
と
に
相
違
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
わ

レ
ー
の
バ
ト
ン
タ

ッ
チ
の
よ
う
に
文
体
の
類
似
性
が
受
け
継
が
れ

者
の
手
記
j

↓
「
洞
窟
』
↓

「
M
の
世
界
』
と
い
う
方
向
で
、
リ

と
も
あ
れ

「地
下
生
活
者
の
手
記
j

の
冒
頭
部
分
を
見
て
み
よ

し
、
そ
れ
に
自
分
の
躯
の
ど
こ
が
悪
い
の
か
、
そ
れ
さ
え
確

か
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
の
だ
。
わ
た
し
は
医
術
や
医
者
を

屋
な
の
で
あ
る
（
わ
た
し
は
迷
信
家
に
な
ら
な
い
で
す
む
く

ら
い
に
は
、
十
分
教
育
を
受
け
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ

れ
で
も
か
つ
ぎ
屋
な
の
で
あ
る
）。
な
に
、
意
地
で
も
、
医

者
の
治
療
な
ん
か
受
け
た
く
な
い
。
こ
れ
な
ぞ
は
、
確
か
に

た
し
に
は
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
場
合
、

し
が
こ
ん
な
意
地
を
は

っ
て、

わ
た

と
い
っ
て
、
そ
れ
で
や
つ
ら
を
「
困
ら
せ
る
」
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
の
は
、
自
分
で
も
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
そ
ん
な
こ

は
り
意
地
っ
張
り
の
た
め
な
の
だ
。
肝
臓
が
悪
い
の
な
ら
、

も
っ
と
も
っ
と
、
う
ん
と
悪
く
な
る
が
い
い
！

が
り
を
も
っ
た
文
体
だ
と
い
う
こ
と
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
言

う
ま
で
も
な
く
埴
谷
雄
高
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
み
込
む
こ

と
で
出
発
し
た
作
家
だ
か
ら
、
順
番
か
ら
い
え
ば
、
『
地
下
生
活

る
。
ま
あ
、

い
わ
ば
、
医
術
な
ど
尊
敬
す
る
程
度
の
か
つ
ぎ

一
読
し
た
だ
け
で
、
『
洞
窟
』
と
『
M
の
世
界
』
と
深
い
つ
な

そ
の
上
お
ま
け
に
、
わ
た
し
は
極
端
な
迷
信
家
な
の
で
あ

い
な
い
。
ま
た
こ
れ
ま
で
も
か
つ
て
受
け
た
こ
と
が
な
い
。

（
米
川
昌
男
訳
）

尊
敬
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
医
療
と
い
う
も
の
を
受
け
て

そ
れ
に
し
て
も
、
わ
た
し
が
治
療
を
受
け
な
い
の
は
、

や

病
気
の
こ
と
な
ど
、
こ
れ
っ
か
ら
さ
き
も
わ
か
っ
て
い
な
い

で
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
百
も
承
知
な
の
で
あ
る
。
が
、

肝
臓
が
悪
い
せ
い
ら
し
い
。
も
っ
と
も
、
わ
た
し
は
自
分
の

と
を
し
て
損
を
す
る
の
は
自
分
一
人
だ
け
で
、
ほ
か
の
だ
れ

だ
。
わ
た
し
は
人
好
き
の
し
な
い
人
間
だ
。
こ
れ
は
ど
う
も

わ
た
し
は
病
的
な
人
間
だ
…
…
わ
た
し
は
意
地
悪
な
人
間

明
が
で
き
な
い
。
わ
た
し
が
医
者
の
治
療
を
受
け
な
い
か
ら

よ
う
と
い
う
の
か
、
そ
の
辺
は
わ
た
し
も
む
ろ
ん
う
ま
く
説

い
っ
た
い
だ
れ
に
面
当
て
し

の
で
、
こ
こ
で
は
こ
の
意
訳
の
題
名
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
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た
も
の
な
の
だ
が
、
文
学
と
い
う
も
の
は
お
お
む
ね
、
歩
幅
の
大

が
る
自
己
顕
示
欲
の
強
い
人
間
の
根
拠
の
な
い
特
権
意
識
と
い
っ

ど
こ
が
似
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
詳
し
く
検
討

し
て
み
る
と
、
ま
ず
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
近
い
語
り
口
と
い
う
こ
と

が
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
小
説
と
か
手
記
と
い

っ
た

も
の
は
読
者
を
想
定
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
、
よ
り
広
い
読
者
の

興
味
の
範
囲
を
予
測
し
な
が
ら
、
書
き
手
か
ら
読
み
手
へ
何
ら
か

の
メ

ッ
セ
ー
ジ
が
伝
え
ら
れ
る
と
い
う
の
は
通
常
の
文
体
だ
が
、

読
者
を
想
定
し
て
い
な
い
、
日
記
か
備
忘
録
の
よ
う
な
き
わ
め
て

内
省
的
な
メ
モ
書
き
の
よ
う
な
文
体
に
な
っ
て
い
る
。

も
う
―
つ
の
特
徴
は
、
そ
の
語
り
口
の
特
質
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
だ
。
や
や
大
げ
さ
に
言
え
ば
「
反
社
会
的
」
な
、
つ
ま
り
世

間
の
道
徳
と
か
倫
理
と
か
も
の
の
道
理
の
尺
度
と
い

っ
た
も
の
に

対
す
る
反
抗
精
神
の
よ
う
な
も
の
が
最
初
か
ら
提
示
さ
れ
て
い

て
、
自
分
は
ヘ
ン
な
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
特
権
的
に
誇
示

こ
れ
は
言
い
方
を
か
え
れ
ば
、
自
分
だ
け
は
特
別
だ
と
考
え
た

芥
川
賞
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
の
興
行
元
で
あ
る
文
藝
春
秋
発
行
の
文

芸
誌

『文
學
界
』
に
受
賞
第

一
作
と
い
っ
た
も
の
を
掲
載
す
る
の

が
通
例
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は

「僕
っ
て
何
』
を
発
表
し
た
河
出

す
る
よ
う
な
文
体
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

家
の
柄
谷
行
人
さ
ん
と
対
談
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。
本
来
な
ら
ば

の
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
、
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
直
後
に
、
評
論

う
に
思
わ
れ
る
。

身
に
よ

っ
て
も
制
御
で
き
な
い
、
も
う
一
人
の
自
分
と
い
っ
た
も

か
な
る
読
者
も
拒
絶
す
る
と
い
っ
た
ス
タ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
『
地
下
生
活
者
の
手
記
』
は
手
記
と
称
し
な
が
ら
ま
っ
た
＜

込
も
う
と
し
た
り
、
あ
ら
か
じ
め
読
者
を
わ
か
っ
て
く
れ
る
人
と

で
も
踏
み
出
し
た
場
所
か
ら
の
物
言
い
を
す
る
と
い
う
の
が
、
基

け
が
こ
と
さ
ら
に
特
異
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で

も
多
く
の
文
学
作
品
が
、
暗
黙
の
内
に
読
者
を
自
分
の
側
に
誘
い

想
定
し
て
親
し
げ
に
語
り
か
け
る
と
い
っ
た
文
体
を
と
り
が
ち
な

の
文
体
は
、
最
初
か
ら
い

の
に
対
し
、
『
地
下
生
活
者
の
手
記
」

さ
ら
に
も
う
―
つ
の
特
徴
を
加
え
る
な
ら
、

主
人
公
の
内
省
的

な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
人
格
の
中
に
、
書
き
手
自

の
が
存
在
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
こ
の
文
体
の
特
質
が
あ
る
よ

本
的
な
ル
ー
ル
に
な

っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
体
だ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

小
は
あ
る
も
の
の
、
世
間
の
常
識
的
な
尺
度
か
ら
一
歩
で
も
半
歩
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る
よ
う
に
な
り
、
夢
と
現
実
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
と
い
っ
た

作
者
も
、
そ
の
病
気
に
感
染
し
た
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ

ら
、
自
分
の
行
動
に
現
実
感
が
も
て
ず
、

や
が
て
は
白
日
夢
を
見

現
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
し
、
埴
谷
雄
高
も
、
『

M
の
世
界
』

の

ど
こ
か
遠
く
か
ら
自
分
自
身
を
眺
め
て
い
る
と
い
っ
た
状
態
か

当
時
は
こ
の
言
葉
は
新
し
い
用
語
で
あ
っ
た
の
で
、
と
っ
さ
に

は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
が
、
話
し
て
い
る
う
ち
に

そ
れ
が
当
時
は
「
分
裂
病
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
精
神
障
害
の
こ
と

だ
と
わ
か
っ
て
き
た
。
「
離
心
」
と
い
う
の
は
文
字
ど
お
り
、
「
心

こ
こ
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
な
状
態
を
指
し
て
い
る
の
だ
が
、

い
ま
こ
こ
に
あ
る
自
分
か
ら
、
魂
の
よ
う
な
も
の
が
離
脱
し
て
、

こ
れ
は
病
気
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に

文
学
者
も
読
者
も
研
究
者
も
、
皆
ど
こ
か
に
病
気
を
か
か
え
て
い

『地
下
生
活
者
の
手
記
』

の
場
合

は
、
そ
の
病
気
の
感
じ
を
こ
と
さ
ら
に
増
大
さ
せ
て
文
学
的
な
表

る
と
い
っ
て
も
い
い
。
た
だ

病
を
、
美
し
く
描
い
た
も
の
と
規
定
す
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
文
学
と
い
う
も
の
は
こ
の
種
の
精
神

自
分
」
と
い
う
も
の
を
見
失
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

当
時
の
柄
谷
さ
ん
は
気
鋭
の
評
論
家
で
新
聞
で
時
評
を
担
当
さ

れ
、
『
僕
っ
て
何
』
に
つ
い
て
も
好
意
的
な
批
評
を
書
い
て
い
た

だ
い
た
の
で
、
編
集
部
が
声
を
か
け
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の

時
に
、
わ
た
し
の
デ
ビ
ュ
ー
作
の
『
M
の
世
界
』
に
つ
い
て
も
目

を
通
し
て
お
く
よ
う
に
と
い
う
依
頼
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
柄
谷

さ
ん
は
こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
た
だ
ニ
―
―
口
、
「
こ
れ
は
離
心
症
だ

ね
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

か
多
重
人
格
と
い
っ
た
状
態
に
な
る
。
『
罪
と
罰
』

の
場
合
、
主

人
公
は
金
貸
し
老
婆
を
虐
殺
し
た
極
悪
非
道
な
殺
人
犯
な
の
だ

ソ
ー
ニ
ャ
に
と
っ
て
は
、
主
人
公
は
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
な
存
在
な

の
だ
。
こ
れ
は
物
語
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
の
二
重
性
な
の
だ
が
、
主
人
公
そ
の
も
の
も
自
分
の
内
部
の

二
つ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
間
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
、
「
本
当
の

が
、
た
ま
た
ま
出
会
っ
た
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
よ
う
な
娼
婦

顔
出
し
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
。

を
描
い
て
い
る
の
だ
し
、

さ
ら
に
先
に
進
め
ば
、
二
重
人
格
と

て
い
た
の
で
、
そ
の
代
わ
り
に
対
談
と
い
う
形
で
『
文
學
界
』
に

考
え
て
み
れ
ば
、
あ
る
種
の
文
学
は
常
套
的
に
離
心
的
な
状
態

書
房
新
社
の
『
文
藝
』
に
受
賞
第
一
作
の
執
筆
を
す
で
に
約
束
し

症
状
に
進
ん
で
い
く
。
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い
。
そ
れ
は
、
あ
り
き
た
り
の
確
信
と
か
明
白
な
事
実
と

た
な
い
小
説
、

の
ち
に
大
き
な
ト
レ
ン
ド
と
な
る
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
ロ

な
に
か
が
私
の
裡
に
起
っ
た
。
も
は
や
疑
う
余
地
が
な

J

の
サ
ル
ト
ル
の
『
嘔
吐
』
と
い
う
作
品
は
ス
ト
ー
リ
ー
を
も

は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
時
代
を
先
取
り
し
て
い
た
の
だ
。

り
、
そ
の
の
ち
に

「
日
記
」
と
い
う
本
篇
が
始
ま
る
こ
と
に
な

る
。
こ
こ
で
は
そ
の
「
日
記
」
の
冒
頭
部
分
を
引
用
す
る
こ
と
に

し
よ
う
。

し
だ
い
に
人
格
が
分
裂
、
あ
る
い
は
崩
壊
し
て
い
く
精
神
の
病
。

こ
れ
は
二
十
世
紀
の
病
と
い
う
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で

自
意
識
が
強
す
ぎ
る
た
め
に
社
会
に
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
ず

あ
り
、
次
に
「
日
づ
け
の
な
い
紙
片
」
と
い
う
プ
ロ
ロ
ー
グ
が
あ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

間
の
衿
侍
に
満
ち
た
人
知
れ
ぬ
つ
ぶ
や
き
の
ご
と
き
も
の
を
描
こ

響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
作
品
が
も
う
―
つ
あ

る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
別
系
統
の
感
染
源
と
考
え
ら
れ
る
作
品
で

『
嘔
吐
』
だ
。
こ

そ
の
作
品
と
は
他
で
も
な
い
。
サ
ル
ト
ル
の

の
作
品
が
世
界
中
の
文
学
者
に
も
た
ら
し
た
衝
撃
と
の
ち
の
作
家

へ
の
影
響
力
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
言
う
必
要
も
な
い
こ
と
だ
ろ

う
が
、
カ
ミ
ュ
の
『
異
邦
人
』
と
と
も
に
《
実
存
主
義
》
と
い
う

こ
の
作
品
の
冒
頭
部
分
を
こ
こ
に
引
用
し
て
お
こ
う
。
と
い
っ
て

も
、
こ
の
作
品
に
は
「
flj
行
者
の
緒
言
」
と
い
う
短
い
前
置
き
が

ど
う
だ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
も
ま
た
特
権
的
な
場
所
に
い
る
人

い
う
二
十
世
紀
の
文
学
と
哲
学
の
世
界
の
最
大
の
潮
流
を
作
っ
た

れ
が
明
確
な
姿
を
現
し
た
。

（
白
井
浩
司
訳
）

し、
ヽ

つ
ま
ら
な
い
思
い
過
ご
し
だ
、
と
。
し
か
し
い
ま
、
そ

言
い
き
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
分
は
ど
う
も
し
て
い
な

て
、
も
う
動
こ
う
と
も
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
私
は
自
分
に

あ
る
。

ひ
と
た
び
、
適
当
な
場
所
に
入
り
込
ん
だ
ら
静
か
に
し
て
い

感
じ
が
し
た
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
い
つ
は

さ
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
M
の
世
界
』

な
い
。

の
作
者
が
影

き
た
の
で
あ
る
。
そ
い
つ
は
少
し
ず
つ
陰
険
に
私
の
裡
に
根

を
下
ろ
し
た
。
私
は
自
分
が
ち
ょ
っ
と
変
で
、
少
し
窮
屈
な

い
っ
た
も
の
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
病
気
み
た
い
に
や
っ
て
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れ
た
も
の
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。

埴
谷
雄
高
の

知
ら
ず
に
書
い
た
。
埴
谷
雄
高
の
場
合
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
か

ら
直
接
に

「洞
窟
』

に、

『嘔
吐
』

の
着
想
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

の
作
者
の
場
合
は
ど
う
か
。
こ
れ
は
本

人
し
か
知
ら
な
い
秘
密
で
あ
る
が
、

「
M
の
世
界
』
の
執
筆
の
前

は
読
ん
で
い
た
。
も
ち
ろ
ん

「洞
窟
」
も
読
ん
で

い
た
。
た
だ
し
単
行
本
が
絶
版
に
な

っ
て
い
た
『
死
霊
』
は
入
手

し
て
い
な
か
っ
た
。
『
M
の
世
界
」
と
い
う
作
品
は
、
『
地
下
生
活

の
三
作
品
の
影
響
に
よ
っ
て
書
か

こ
の
三
つ
の
作
品
を
読
ん
だ
だ
け
で
、
小
説
が
―
つ
書
け
て
し

ま
う
と
い
う
ほ
ど
、
書
く
と
い
う
作
業
は
単
純
で
は
な
い
の
だ

九
五
一
年
に
な
っ
て
か
ら
で
、
埴
谷
雄
高
は
サ
ル
ト
ル
の
存
在
を

二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
、
カ
フ
カ
的
手
法
、
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー

で
は
、

『
M
の
世
界
』

者
の
手
記
』

『洞
窟
』
I

嘔
吐
j

た
り
で
大
き
く
開
花
し
た
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
の
だ
が
、

そ

い
た
も
の
だ
と
思
う
。

見
て
い
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
日
本
語
訳
が
出
た
の
は
戦
後
の

は
否
定
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ま
あ
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
い
難

発
表
は
一
九
一
二
八
年
で
、
ほ
ぽ
同
時
に
執
筆
さ
れ
発
表
さ
れ
た
と

れ
る
の
だ
が
、
こ
の
作
品
の
発
表
は
一
九
三
九
年
、

「嘔
吐
』
の

な
い
。
わ
ず
か
な
知
識
と
子
ど
も
っ
ぽ
い
感
性
だ
け
で
書
い
た
作

『洞
窟
j

も
そ
の
延
長
上
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら

わ
れ
る
。

小
説
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
特
筆
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
と
思

マ
ン
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
作
品
で
あ
り
、
二
十
世
紀
の
新
た
な

が
、
こ
の
三
作
品
が
な
け
れ
ば
書
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
は
確
か
だ
。

『
M
の
世
界
』

だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
く
に
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ま
だ
子
ど
も
で
あ
っ
て
、
人
生
の
体
験
と
い
う
も
の
が
ほ
と
ん
ど

品
だ
か
ら
、
先
人
の
影
響
を
強
す
ぎ
る
ほ
ど
に
受
け
て
い
る
こ
と

解
な
哲
学
小
説
と
い
っ
た
ス
タ
イ
ル
の
作
品
を
、
百
枚
以
上
に
わ

た
っ
て
書
き
、
何
と
か
完
結
さ
せ
た
の
だ
か
ら
、
よ
く
根
気
が
続

近
代
小
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
十
八
世
紀
の
教
養
小
説
か
ら

出
発
し
て
、
十
九
世
紀
初
頭
の
ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
あ

の
後
フ
ラ
ン
ス
で
、

ユ
ゴ
ー
や
デ
ュ
マ
の
ロ
マ
ン
主
義
と
、
ゾ
ラ

や
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
自
然
主
義
の
対
立
を
は
ら
み
な
が
ら
大
き
く
発

展
し
、
十
九
世
紀
後
半
の
ロ
シ
ア
文
学
の
あ
た
り
で
ピ
ー
ク
に
達

し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
後
は
徐
々
に
衰
退
が
始
ま
っ
た

と
見
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

の
作
者
が
執
筆
当
時
十
七
歳
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は
や
小
説
家
は
手
詰
ま
り
に
な
っ
て
い
く
。

（
み
た
ま
さ
ひ
ろ

は
、
い
ず
れ
稿
を
改
め
て
考
察
し
て
み
た
い
。

の
怪
異
で
、
独
創
的
で
、
ほ
と
ん
ど
解
読
不
能
の
作
品
に
つ
い
て

を
も
つ
長
篇
を
書
き
続
け
た
。
し
か
し
二
十
世
紀
に
な
る
と
、
も

篇
集
に
よ
っ
て
見
事
な
成
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
の
だ
。
こ

そ
し
て
そ
れ
は
、
『
闇
の
中
の
黒
い
馬
』
と
い
う
恐
る
べ
き
短

形
を
変
え
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の

哲
学
的
な
省
察
だ
け
で
展
開
さ
れ
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
な
い
小
説

で
は
文
学
評
論
や
政
治
評
論
の
分
野
で
活
躍
す
る
こ
と
に
な
っ

十
世
紀
以
降
の
文
学
で
あ
っ
た
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

も
っ
た
十
九
世
紀
的
な
ス
タ
イ
ル
の
作
品
と
い
っ
て
い
い
。

一
方

な
手
法
を
模
索
し
、
試
行
錯
誤
を
く
り
か
え
す
と
い
う
の
が
、

け
る
と
い
う
大
き
な
仕
事
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ス
ト
ー
リ
ー
を

人
た
ち
を
乗
り
越
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
、
誰
も
が
考
え
、
新
た

埴
谷
雄
高
は
ど
う
か
。
埴
谷
に
は
大
長
篇
『
死
霊
』
を
書
き
続

つ
ま
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と
か
自
然
主
義
を
貫
く
だ
け
で
は
、
先

小
説
を
書
き
続
け
る
必
要
が
な
か
っ
た
の
だ
。

い
て
き
た
は
ず
な
の
だ
。

家
た
ち
は
、

）
の
新
し
い
試
み
を
、
サ
ル
ト
ル
は
長
く
は
続
け
な
か
っ
た
。

た
え
て
い
る
近
代
文
学
だ
が
、
十
九
世
紀
後
半
の
大
き
な
ピ
ー
ク

と
し
て
、
必
然
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

ロ
マ
ン
、
神
話
的
手
法
、

ア
ヴ
ァ
ン
ポ
ッ
プ
、
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
な

ど
、
い
く
つ
か
の
ト
レ
ン
ド
の
発
生
に
よ
っ
て
、
何
と
か
も
ち
こ

を
超
え
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
二
十
世
紀
の
作

い
や
お
う
な
く
そ
う
い
う
危
機
感
の
中
で
小
説
を
書

『
地
下
生
活
者
の

手
記
』
が
出
発
点
で
は
あ
る
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
自
身
は
そ

の
直
後
に

百罪
と
罰
』
と
い
う
リ
ア
ル
で
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
ド
ラ

マ
チ
ッ
ク
な
長
篇
を
書
き
、
そ
の
後
、
派
手
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

サ
ル
ト
ル
と
埴
谷
雄
高
が
、
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
し
か
し
ほ

ぼ
同
時
に
、
同
じ
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
小
説
を
書
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
け
っ
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
の
小

説
は
、
小
説
の
方
法
論
の
行
き
詰
ま
り
を
打
開
す
る
新
た
な
試
み

彼
は
小
説
や
戯
曲
も
書
い
た
け
れ
ど
も
、
主
な
仕
事
は
哲
学
論
文

を
書
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
分
野
で
大
成
功
を
収
め
た
た
め
に
、

た
。
埴
谷
雄
高
も
ま
た
小
説
家
と
し
て
持
続
的
に
活
動
し
て
い
た

と
は
言
い
が
た
い
の
だ
が
、
「
洞
窟
』
で
試
み
ら
れ
た
方
法
論
は
、

本
学
教
授
）


