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光
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光
利

こ
れ
ま
で
、
あ
ま
り
に
も
看
過
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。

そ
の
小
説
の
内

「同
士」

（
昭
和
九
年

一
川、

「文
芸
春
秋
」）
は
、

部
に
、
横
光
の
文
学
飢
を
巡
る
問
地
系
が
償
給
し
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、

で
あ
る
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
の
「
防
士
」
は
、
横
光
利

一
の
小
説
技
法
変
革
志
識
、
所
調
読
者
参
与
型
作
品
の
範
裂
を
確
立
す
る
意
識
な
ど
を
、

「私
」
（
松
山
）
と
い
う
作
家
を
諮
り
の
主
体
に
裾
え
る
事
に
よ
っ
て
極
め
て
象
徴
的
に
描
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
作
者
と
読

者
と
の
関
係
性
、
ま
た
、
穏
々
の
学
問
領
域
の
至
当
性
を
も
重
層
的
に
問
い
掛
け
よ
う
と
し
た
企
図
が
見
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、

一
応
の
結
論

で
あ
る
。

そ
こ
に
は
、
「
純
粋
小
説
諭
」
（
昭
和
十
年
四
月
、
「
改
造
」
）

の
部
分
的
実
践
意
図
が
あ
る
事
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
あ
る
種

の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
批
判
め
い
た
試
み
ま
で
も
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

横
光
の
作
品
系
列
か
ら
言
え
ば
、
「
博
士
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
は
、
「
紋
章
」
（
昭
和
九
年
一

i
九
月
、
「
改
造
」
）

の
山
下
清
一
郎
な
ど

が
怨
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
「
紋
喰
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
多
々
論
じ
ら
れ
て
来
て
い
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

「博
士
」
の
丹
念

な
読
併
を
本
旨
と
し
つ
つ
、
前
記
山
組
系
の
解
明
に
電
－点
を
誼
く
。

I 
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「
昨
円
今
日
」
と
い
う
「
私
」
（
松
山
）

の
作
品
に
関
し
、
悪
評
の
嵐
に
反
し
て
加
経
木
由
造
博
士
の
み
が
賛
辞
の
手
紙
を
送
る
所
か
ら
、
物

・4
m
は
展
開
す
る
。
「
昨
H
A
I
H」
と
い
う
作
品
の
プ
ロ
ッ
ト
は
川明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
冒
険
こ
そ
し
て
み
た
作
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り

に
汲
剃
と
し
過
ぎ
て
ゐ
て
不
快
に
以
っ
て
ゐ
た
」
、
あ
る
い
は
、
「
特
に
そ
の
作
中
に
現
れ
る
人
物
の
芯
識
の
述
動
と
い
ふ
こ
と
に
関
し
て
一
番

重
き
を
跨
い
て
書
い
た
も
の
」
な
ど
の
記
述
か
ら
、
横
光
の
「
機
械
」
（
昭
和
五
年
九
月
、
「
改
造
」
）
を
想
起
す
る
読
者
は
多
い
か
も
知
れ
な

、B

・3

、

し
，
刀

「
悪
罵
」

一
辺
倒
の
評
価
と
い
う
点
で
、「
機
械
」
と
は
照
応
し
な
い
。

寧
ろ
、
大
切
な
事
は
、
小
説
内
に
文
学
、
あ
る
い
は
文
芸
批
評
を
巡
る
話
題
が
導
入
さ
れ
る
事
に
よ
り
、
実
際
に
「
博
士
」
を
読
ん
で
い
る

者
と
作
者
横
光
と
の
関
係
が
複
脳
性
を
山
市
び
、
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
式
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
手
法
を
用
い
、
「
昨
剖
今

け
」
に
相
当
す
る
実
際
の
作
品
や
加
抑
仰
木
博
十
“
の
モ
デ
ル
を
横
光
周
辺
の
人
物
に
求
め
よ
う
と
す
る
読
省
の
姿
勢
そ
れ
自
体
が
、
如
実
に
焔
り

出
さ
れ
る
事
に
な
る
。

こ
の
時
期
の
他
の
横
光
作
品
に
は
、
〈
四
人
称
〉
的
な
語
り
手
が
多
く
登
場
す
る
。
「
盛
装
」
（
昭
和
十
年
一

l
十

一
月
、

「
紋
章
」

な
ど
、
程
度
問
題
の
差
は
あ
れ
、
ま
た
、
〈
四
人
称
〉
以
外
に
は
「
超
越
的
視
点
」
な
ど
、
読
み
手
に
よ
っ
て
用
語
の
差
異
は
あ
れ
、

「
婦
人
公
論
」
）
、

一
般
的
な
語
り
手
と
は
異
な
る
話
者
が
現
れ
る
作
品
が
多
い
。
そ
れ
ら
に
対
し
、
こ
の

「
博
士
」

に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
一

人
称
の

「私」

が
．
袷
り
を
展
開
し
て
行
く
引
に
よ
り
、

読
省
側
は
、
他
作
品
に
お
け
る
機
な
迷
い
を
受
け
な
く
て
済
む
。
そ
の
代
わ
り
、
先
述
の
問
題

性
な
ど
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
宿
題
」
を
作
者
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
作
中
に
次
の
様
な
記
述
が
あ
る
。

私
に
限
ら
ず
、

一
般
の
作
家
と
い
ふ
も
の
に
は
い
ろ
い
ろ
と
共
通
の
癖
が
あ
る
も
の
だ
が
、
中
で
も
自
身
の
作
を
読
む
人
々
の
頭
脳
の

感
御
力
を
、
絶
え
ず
試
験
し
て
み
た
が
る
・
鮮
は

一
審
大
き
な
共
通
の
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
（
傍
点
中
川
）



こ
の
文
章
は
、
「
時
土
」

一
篇
の
み
な
ら
ず
、
横
光
の
読
省
参
与
意
識
を
探
る
上
で
、
頗
る
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
評
論
で
は
な
く
、
実
作

に
お
い
て
こ
の
様
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
事
を
、
我
々
は
重
く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
単
に
小
説
の
読
み
方

に
留
ま
ら
ず
、
野
中
慌
が
言
う
所
の
「
小
説
内
ク
イ
ズ
」
の
問
題
と
も
通
底
す
る
も
の
で
あ
り
、
読
者
側
の
人
文
諸
科
学
の
基
礎
知
識
、
あ
る

い
は
探
究
意
識
を
テ
ス
ト
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
稿
者
は
、
績
光
が
実
際
に
そ
の
種
の
試
み
を
「
機
械
」
以
外
に
も
行
っ
て
い
た
と
考

え
て
い
る
。
こ
の
問
題
の
解
明
に
つ
い
て
は
他
円
を
期
し
た
い
が
、

こ
こ
で
留
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

そ
の
「
試
験
」
す
る
意
識
が
、

作
中
の
諮
り
手
で
あ
る
「
私
」
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
先
の
引
用
部
に
続
き
、
以
下
の
様
に
述
べ
ら
れ
る
。

私
と
し
て
も
、
創
作
は
一
つ
の
精
神
科
学
と
思
っ
て
ゐ
る
以
上
、
自
身
の
作
物
と
い
ふ
一
個
の
新
し
い
世
界
が
、
人
々
の
感
性
や
智
性
に

与
へ
る
影
響
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
誰
に
も
負
け
ず
に
考
へ
て
ゐ
た
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
と
き
の
私
の
「
昨
日
今
日
」
に
加

一
つ
一
つ
私
に
と
っ
て
は
省
力
な
心
理
試
験
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
た
か

へ
ら
れ
た
多
く
の
必
成
や
、
加
縦
木
博
仁
の
日
讃
な
ど
も
、

ら
、
自
然
に
そ
の
と
き
か
ら
、
私
に
は
加
緩
木
陣
士
の
副
脳
の
素
質
が
心
に
浮
ん
で
来
る
習
慣
と
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
（
傍
点
中
川
）

試験される作者 ・読者 ・学問

各
登
場
人
物
の
モ
デ
ル
措
定
が
困
難
で
あ
る
以
上
、
作
中
の
「
私
」
と
作
者
横
光
と
を
安
易
に
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
事
は
、
無
論
出
来
難

い
。
し
か
し
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
、

「試
験
」
さ
れ
る
怠
識
の
強
い
自
覚
を
訴
え
る
事
に
よ
り
、
読
者
の
感
覚
に
、
作
者
横
光
の
存
在

性
と
「
私
」
の
造
刷
と
が

e

4

古
川
収
し
に
な
る
仕
紛
け
と
な
っ
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
「
昨
円
今
H
」
の
プ
ロ
ッ
ト
に
関
す
る
記
述
を
怠
図
的
に
隠
蔽
化
し
、
「
機
械
」
な
ど
を
想
起
さ
せ
つ
つ
も
読
者
を
そ
こ
か
ら
廃

り
戻
し
、
作
家
の
伝
記
的
事
実
と
作
中
事
実
と
を
関
連
付
け
る
事
の
白
明
性
を
読
者
に
問
う
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
も
読
め
る
の
で
あ

る
。
こ
の
作
品
は
、
語
り
手
の
「
私
」
が
「
試
験
」
さ
れ
て
い
る

一
方
、
小
説
の
読
者
が
試
さ
れ
て
い
る
側
面
も
持
ち
、

そ
し
て
、

そ
の
様
な

実
験
的
小
説
を
執
筆
す
る
横
光
利

一
’U
身
が
そ
の
有
効
性
を
自
問
す
る
と
い
う
、
言
わ
ば
「
試
験
」
の
重
層
体
を
呈
し
た
作
品
で
あ
る
と
定
位

3 
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出
来
ょ
っ

rr 

金
禎
諜
の
指
摘
に
も
あ
る
様
に
、
作
中
に
お
い
て
文
学
と
自
然
科
学
と
の
措
抗
が
表
徴
化
さ
れ
て
い
る
点
を
忽
せ
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
殊

に
、
横
光
利

一
は
、
小
説
に
自
然
科
学
の
記
述
を
導
入
す
る
試
み
を
多
く
行
っ
て
い
る
事
を
注
視
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
闘
」
（
大
正
十

四
年
四
月
、
「
文
芸
時
代
」
）
に
お
け
る
ボ
イ
ル
の
法
則
の
数
式
の
記
述
、
「
機
械
」
に
現
れ
る
「
重
ク
ロ
ム
酸
ア
ン
モ
ニ
ア
」
な
ど
の
薬
品
名
、

「
紋
章
」
の
醤
油
醸
造
の
話
題
、

そ
し
て
、
「
旅
愁
」
（
昭
和
十
二
年
四
月

i
二
十
一
年
四
月
、

「東
京
日
日
新
聞
」
、
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
、
「
文
芸

春
秋
」
、
他
）
に
お
け
る
神
社
の
幣
白
と
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
と
を
按
続
す
る
論
理
な
ど
、
横
光
は
、
文
学
と
自
然
科
学
と
の
関
係
性
を
作
中
で

追
究
し
続
け
た
特
異
な
作
家
で
あ
る
と
言
え
る
。
「
博
士
」
に
も
、
「
コ
カ
イ
ン
ヘ
「
阿
片
」
な
ど
の
薬
品
名
が
現
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
博

土
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
問
題
を
追
う
作
家
の
姿
勢
が
、
極
め
て
象
徴
的
な
ス
タ
イ
ル
を
取
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

作
品
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
選
ば
れ
て
い
る
加
経
木
博
士
は
、
「
医
者
と
し
て
の
学
位
を
と
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
あ
る
私
立
大
学
の
文
科
に

学
生
と
し
て
入
学
し
た
」
人
物
と
し
て
描
出
さ
れ
て
お
り
、
加
緑
木
一
人
の
内
部
に
、
文
系
と
理
系
、
文
学
と
科
学
の
両
方
が
混
在
す
る
形
が

取
ら
れ
て
い
る
。
加
羅
木
博
士
の
存
在
性
は
、
文
学
と
自
然
科
学
の
双
方
の
融
和
の
可
能
性
と
不
可
能
性
と
を
同
時
表
徴
し
て
い
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

事
実
、
加
経
木
の
内
実
は
裂
聞
に
満
ち
て
い
る
。
医
界
で
「
新
聞
人
を
利
用
し
て
広
告
さ
せ
た
」
初
め
て
の
人
物
で
あ
る
程
の
や
り
手
で
あ

り
な
が
ら
、
他
人
の
秘
密
を
一
度
知
る
と
、
そ
れ
を
暴
露
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
性
質
で
あ
る
と
い
う
事
を
自
ら
告
白
す
る
。
こ
の
、
他
人
と
秘

密
を
共
有
す
る
事
が
全
く
出
来
な
い
と
い
う
博
士
の
特
性
は
、
「
機
械
」
に
登
場
す
る
ネ
l
ム
プ
レ
ー
ト
工
場
の
主
人
の
、
金
銭
の
管
理
が
全

く
出
来
ず
、

い
つ
も
金
を
落
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
習
性
と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。



し
か
し
、
見
方
を
少
し
変
え
る
と
、
博
七
の
点
出
は
、
全
く
の
愚
物
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
訳
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

他
人
の

秘
密
を
維
持
す
る
と
い
う
事
は
、
そ
の
秘
密
を
持
つ
人
物
に
多
少
な
り
と
も
与
す
る
事
を
意
味
す
る
。
金
銭
に
執
着
す
る
と
い
う
事
も
、
自
ら

の
保
身

・
栄
達
を
多
く
意
味
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
考
え
る
と
、
「
博
士
」
の
加
経
木
山
造
も
、
い
か
な
る
思
考
枠
に
も
依
存

・
迎
合

せ
ず
、
優
れ
て
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
的
特
性
を
付
り
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
読
出
来
る
。
そ
れ
が
、
「
丸
坊
主
」
と
い
う
風
貌
、
あ
る
い
は
、
「何

人
に
も
自
身
の
秘
密
を
隠
そ
う
と
し
な
か
っ
た
天
真
な
美
し
さ
」
と
い
っ
た
描
写
に
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
。

作
中
の
加
雑
木
山
造
の
位
釘
付
け
と
類
似
し
て
い
る
人
物
は
、
他
の
横
光
作
品
に
も
登
場
す
る
。
「
時
士
」
単
独
の
研
究
は
情
似
に
近
い
状

況
で
あ
る
の
で
、
「
機
械
」
の
主
人
、
「
・
以
凶
」
（
附
和
．
h
年
卜

一
月
｛
｝
七
年
十
一

月
、
「
点
点
目
円
新
聞
」
、
「
大
阪
毎

n新
聞
」、
「
文
兵
利
秋
」
）

の
仁
羽
に
削
附
す
る
分
析
の
内
、
「
同
士
」
の
加
総
本
像
に
迫
る
に
w
j
た
っ
て
援
問
イ
能
と
思
わ
れ
る
評
．
一一
一
口
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

（
略
）
〈
私
〉
は
〈
主
人
〉
の
〈
持
良
さ
〉
に
と
り
す
が
っ
て
、
自
ら
の
銘
維
を
超
え
る
ト
刀
途
を
持
っ
て
い
る
。
〈
私
〉
に
は
、
自
ら
を
救

試験される作者 ・読者 ・学問

う
安
全
弁
と
し
て
の
〈
主
人
〉
が
存
在
し
て
、
絶
望
し
て
も
希
望
に
復
帰
す
る
手
段
が
あ
る
。
こ
の
〈
主
人
〉
の
造
型
は
、
〈
私
〉
を
補

完
す
る
存
在
と
し
て
〈
私
〉
の
融
通
性
を
保
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
〈
主
人
〉
や
〈
（
羽〉

讃
歌
に
よ
っ
て
相
対
化
す
る
柑
端
な
人
間
伝
仰
を
も
表
わ
す
こ
と
と
な
り
、
こ
の
ニ
菌
性
は
『
紋
章
』
に
至
る
ま
で
、
横
光
の
脳
加
は
か
ら

離
れ
な
か
っ
た
。

へ
の
志
向
は
、
横
光
自
身
の
人
間
讃
歌
を
よ
く
表
わ
し
は
す
る
も
の
の
、
同
時
に
作
品
の
現
実
性
を

I: 0 

「
時
上
」
に
お
け
る
加
総
本
の
多
陥
性
を
「
人
間
讃
歌
」
や
「
人
間
信
仰
」
な
ど
の
単
純
な
き
門
葉
で
関
式
化
す
る
の
は
閃
難
か
も
知
れ
な
い

が
、
後
述
す
る
こ
人
の
婦
人
の
相
応
性
の
問
題
な
ど
、
博
士
は
、
「
私
」
に
取
っ
て
鋭
像
的
存
在
と
し
て
の
性
質
を
帯
び
て
い
る
。
義
感
両
．
耐
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を
露
呈
す
る
加
羅
木
博
士
は
、
横
光
利
一
の
理
論
面
の
問
題
性
を
具
現
化
す
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
私
」
と
共
に

そ
の
揺
動
の
様
を
見
せ
ら
れ
る
読
者
は
、
人
間
の
「
精
神
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
考
究
す
る
事
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

次
章
で
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
燥
に
、
文
理
双
方
の
存
在
を
象
徴
す
る
加
羅
木
博
士
の
内
実
に
も
「
試
験
」
の
要
素
を
導
入
す
る
事
に
よ
り
、
作
者
の
意
図
が
、
更
に

既
存
の
学
問
の
意
味
性
を
も
問
う
て
い
た
事
は
窺
え
る
。
こ
こ
ま
で
考
え
を
及
ぼ
す
と
、
「
博
士
」

一
篇
が
包
摂
し
て
い
る
問
題
は
、
極
め

て

今
日
性
に
満
ち
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

E
 

横
光
利
一
が
こ
の
様
な
小
説
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
、
方
法
論
的
動
機
を
探
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
同
時
期
に
書
か
れ
た
評
論

・
随
筆
の

類
で
関
連
す
る
箇
所
と
し
て
は
、
次
の
様
な
記
述
が
あ
る
。

例
へ
ば
自
然
科
学
の
基
礎
概
念
を
な
す
も
の
は
、
同
時
に
精
神
科
学
や
歴
史
科
学
に
於
て
も
同
様
な
基
礎
概
念
と
な
っ
て
使
用
せ
ら
れ
て

ゐ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
は
果
し
て
相
反
す
る
諸
科
学
の
中
に
あ
っ
て
も
等
価
値
を
持
っ
た
概
念
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
に
関

し
て
さ
へ
、
き
わ
め
て
暖
昧
で
あ
り
、
し
っ
か
り
し
た
判
定
さ
へ
誰
も
下
し
て
ゐ
な
い
有
様
で
あ
る
。
殊
に
文
学
と
い
ふ
も
の
は
、
心
理

学
と
同
じ
く
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
打
ち
合
ふ
河
口
の
や
う
な
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

一一
周
こ
れ
ら
の
基
礎
概
念

の
混
乱
す
る
の
こ
そ
必
然
的
な
現
象
で
あ
る
と
思
っ
て
ゐ
た
が
、
し
か
し
、
言
葉
を
発
す
る
場
合
に
こ
の
混
乱
を
恐
れ
て
避
け
て
通
れ
ば
、

も
う
わ
れ
わ
れ
の
云
ふ
べ
き
こ
と
は
、
も
早
や
云
ふ
べ
き
何
ほ
ど
の
も
の
も
な
い
。



横
光
独
特
の
学
問
の
枠
組
み
解
釈
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
こ
こ
で
は
披
滅
さ
れ
て
い
る
が
、
「
博
士
」
木
文
と
の
多
く
の
接
続
に
気
付
か
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。
横
光
は
、
引
用
部
に
先
立
っ
て
、
「
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
知
性
と
か
感
覚
と
か
、
主
知
と
か
理
知
と
か
の
概
念
の
み
と
は

限
ら
ず
、
す
べ
て
甘
拡
礎
概
念
の
混
乱
し
て
ゐ
る
こ
と
、
今
ほ
ど
激
し
い
と
き
は
な
い
」
と
の
危
機
感
を
表
明
し
て
い
る
。
「
主
知
」
、
「
理
知
」
、

「
必
礎
概
念
」
と
い
っ
た
川
一
日
の
弁
別
そ
の
も
の
が
、
「
純
粋
小
説
諭
」
を
彩
る
言
誌
の
数
々
、
ま
た
、
小
説
論
そ
の
も
の
の
解
釈
に
似
て
、

定
以
上
の
難
解
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。

そ
の
様
な
混
迷
を
打
破
す
る
手
段
の
一
つ
を
「
博
士
」
と
い
う
作
品
の
内
笑
に
込
め
よ
う
と
し
た
事
は
十

分
に
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
証
左
の
一
つ
と
し
て
、
引
用
部
の
「
精
神
科
学
」
の
問
題
性
が
作
中
に
発
現
し
て
い
る
事
を
確
認
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

先
に
引
則
し
た
「
創
作
は
一
つ
の
精
神
科
学
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
」
「
私
」
の
存
在
以
外
に
、
作
中
に
は
、
回
想

・
伝
聞
の
形
で
あ
り
な

が
ら
、
奇
妙
な
人
物
が
登
場
す
る
。
加
羅
木
博
士
に
「
直
接
逢
っ
て
実
験
を
し
て
み
て
く
れ
」
と
依
頼
し
、
「
お
よ
そ
常
人
の
人
智
で
は
想
像

の
許
せ
ぬ
無
義
な
行
為
を
本
願
と
し
て
、
加
経
木
氏
を
貿
ひ
に
来
た
」
女
性
で
あ
る
。
こ
の
女
性
の
存
在
は
、
博
士
に
「
科
学
と
道
徳
の
限
界
」

に
つ
い
て
考
え
る
契
機
を
り
え
、
「
人
間
と
し
て
の
行
為
と
、
科
学
者
と
し
て
の
行
為
」
と
の
弁
別
の
閑
難
性
を
自
覚
さ
せ
る
。

試験される作者 ・説省 ・学問

こ
の
女
性
の
造
型
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
加
経
木
博
士
の
人
間
性
を
試
す
為
だ
け
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
作
家
と
医
師

と
に
お
け
る
「
不
徳
な
行
為
」
の
扱
い
の
相
違
を
問
い
、
更
に
、
そ
の
正
当
性
を
も
問
う
て
い
る
と
読
め
る
。
あ
る
女
性
が
男
性
で
あ
る
博
士

を
「
寅
ひ
に
米
」
る
話
と
、
「
料
ヤ
的
な
実
験
」
や
「
学
の
日
由
」
と
を
安
易
に
結
び
付
け
る
事
自
体
、
横
光
利
一
が
頻
繁
に
犯
す
論
理
的
飛

躍
の

一
つ
と
し
て
批
判
す
る
事
は
、
勿
論
，
吋
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
初
期
の
「
日
輪
」
（
大
正
十
二
年
五
月
、
「
新
小
説
」
）
な
ど
に
お
い
て
非

常
に
悲
劇
的
に
描
か
れ
て
い
た
人
間
の
性
欲
に
対
す
る
襖
悩
が
、
か
な
り
象
徴
的
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
学
問
聞
の
ボ
l

ダ

l
ラ
イ
ン
を
巡
る
省
察
と
い
う
泌
過
を
終
て
、
「
道
徳
を
無
視
し
な
け
れ
ば
不
可
能
な
道
徳
の
樹
立
」
と
い
う
、
栂
め
て
逆
説
的
な
結
論
に

発
展
し
て
い
る
点
に
筒
口
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7 

今
少
し
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
論
理
性
に
こ
だ
わ
っ
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
、
横
光
作
品
の
読
者
に
は
あ
る
種
の
食
傷
と
も
な
っ
て
い
る
も
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の
で
あ
る
が
、
「
博
士
」
に
お
い
て
は
、
小
説
の
短
さ
の
割
に
は
、

こ
の
種
の
記
述
の
出
現
回
数
は
多
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
横
光

作
品
に
お
け
る
こ
の
類
の
言
説
を
有
為
的
に
位
置
付
け
よ
う
と
し
て
も
、
作
品
世
界
と
の
接
続
も
、
彼
の
文
学
理
論
へ
の
還
流
も
、
い
ず
れ
も

非
常
に
困
難
な
の
が
実
情
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
博
士
」

一
篇
を
理
解
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
問
題
は
到
底
回
避
出
来
な
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
と
も
あ
れ
、
当
該
す
る
と
思
わ
れ
る
館
所
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

① 

い
っ
た
い
に
、
人
は
対
面
し
て
ゐ
る
場
合
、
尊
敬
さ
れ
て
ゐ
る
よ
り
も
自
然
な
軽
蔑
を
ど
こ
か
で
せ
ら
れ
て
ゐ
る
方
が
、
何
と
な
く
身
の

動
き
が
大
き
く
な
っ
て
、
心
は
長
闘
に
溶
着
く
も
の
だ
が
、
私
も
確
か
に
こ
の
と
き
は
何
事
を
さ
れ
よ
う
と
も
、
楽
し
く
の
び
の
び
と
自

由
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
恐
ら
く
私
だ
け
の
経
験
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。

② 

し
か
し
、

そ
の
瞬
間
、
ふ
と
私
は
、
加
経
木
博
士
は
私
に
と
っ
て
は
も
う
医
者
で
は
な
く
、
私
が
反
対
に
、
加
羅
木
患
者
を
前
に
し
て
ひ

そ
か
に
診
断
を
下
さ
う
と
し
て
ゐ
る
医
師
に
な
り
つ
つ
あ
る
自
分
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

③ 

し
か
し
皮
徽
科
の
医
師
で
あ
る
加
羅
木
氏
と
っ
て
は
、
人
々
の
暗
面
と
い
ふ
も
の
は
、
実
は
生
活
の
表
商
と
な
っ
て
、
逆
に
裏
返
っ
た
構

造
を
も
っ
た
奇
怪
な
物
体
の
世
界
を
組
み
立
て
て
連
り
映
っ
て
ゐ
る
の
に
相
違
な
い
。

③ 

（
略
）
悪
評
ば
か
り
の
群
り
よ
っ
て
来
る
風
評
と
い
ふ
も
の
は
、

そ
れ
自
ら
に
潜
ん
で
ゐ
る
悪
疎
な
企
て
ほ
ど
に
は
、
強
く
人
を
動
か
す

も
の
で
は
な
い
0

・
殊
に
加
羅
木
に
あ
っ
て
は
、
悪
評
こ
そ
氏
の
精
神
を
不
断
に
還
し
く
育
て
上
げ
て
来
た
戦
場
で
あ
っ
た
の
だ
。

①
は
「
私
」
内
部
の
発
滋
で
あ
る
が
、
加
経
木
博
士
と
の
会
話
の
後
に
発
せ
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
①
か
ら
④
の
全
て
に
、



加
羅
木
博
士
が
介
在
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。
加
羅
木
の
存
在
性
は
、
前
述
の
中
性
的
立
場
を
基
底
と
し
つ
つ
、
「
私
」

か
ら
発
せ
ら
れ
る
逆

説
的
論
理
を
受
容
す
る
装
置
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
事
が
分
か
る
。

」
の
様
な
逆
説
性
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
「
試
験
」
の
要
素
と
共

d

」、；
 
こ
の
小
説
の
骨
格
を
形
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

IV 

史
に
、
横
光
の
理
論
面
と
の
辿
闘
を
見
て
行
こ
う
。

つ
ま
り
批
評
は
行
動
と
同
時
に
皆
川
下
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）
し
か
し
鑑
賞
に
は
倫
鹿
や
哲
学
は
必
要
で
は
な
く
と
も
、

批
評
に
於
け
る
場
合
と
は
は
る
か
に
峻
厳
に
技
術
へ
の
い
い
子
受
と
検
閲
と
を
．
決
す
る
。
こ
の
場
合
に
は
お
の
れ
を
持
つ
て
は
な
ら
な
い
。

そ

試験される作者 ・読者 ・学問

こ
で
は
ほ
と
ん
ど
科
学
と
等
し
い
実
証
的
な
精
神
を
持
っ
て
出
来
得
る
限
り
お
の
れ
を
京
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
短
く
幾

分
奇
怒
な
云
ひ
方
を
す
る
な
ら
ば
、
鑑
賞
は
自
然
科
学
で
あ
り
批
評
は
哲
学
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
自
然
科
学
と
哲
学
と
の
相

違
は
因
果
を
考
へ
る
場
合
に
先
づ
最
初
お
の
れ
の
立
場
を
採
る
か
採
ら
な
い
か
に
あ
る
。

横
光
は
こ
こ
で
、
「
批
評
」

・
「
鑑
賞
」
・
「ハい干
受
」
の
同
質
性
と
異
質
性
を
論
じ
、
例
に
よ
っ
て
彼
固
有
の
言
語
的
晦
渋
を
開
陳
す
る
。
「
鑑
賞

と
批
評
の
限
界
は
愛
情
と
義
務
と
の
相
逃
」
、
あ
る
い
は
、
「
批
評
と
鑑
賞
と
の
概
念
に
も
っ
と
も
激
し
く
差
の
生
ず
る
と
き
も
、
自
己
が
き
門業

を
い
ふ
か
黙
っ
て
ゐ
る
か
の
差
に
初
め
て
中
ず
る
」
な
ど
の
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

「
防
士
」
と
の
凶
述
を
か
な
り
匂
わ
せ
つ
つ
も
、
加
縦
木
出
造
の
「
私
」
に
対
す
る
は
讃
を
こ
こ
で
の
規
定
に
吋
て
は
め
よ
う
と
す
る
と
、

更
に
混
迷
の
皮
は
深
ま
る
。
讃
砕
を

一
一
仰
の
「
愛
情
」
と
し
て
「
鑑
れ
」
に
分
刻
す
る
頃
も
山
来
る
だ
ろ
う
し
、
「
私
」

の
山
村
作
を
全
て
集
め

9 

て
い
た
加
緑
木
の
姿
勢
に
「
対
象
を
掘
り
下
げ
そ
の
中
に
拡
ま
ら
う
と
す
る
心
」
を
見
て
、
「
享
受
」
と
す
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
区
別
の
方
法
を
実
作
の
上
で
確
か
め
よ
う
と
し
た
痕
跡
は
、
認
め
ら
れ
て
良
い
だ
ろ
う
。
「
昨
日
今
日
」

す
る
悪
評
の
嵐
は
、
「
批
評
」

・
「
鑑
賞
」

・
「
享
受
」
の
区
別
な
く
作
者
を
襲
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
表
象
化
す
る
事
で
、
作
品
は
あ
る
種
の

強
烈
な
ア
イ
ロ
ニ

ー
を
も
醸
し
て
い
る
。
「
私
も

一つ
の
作
品
を
読
む
人
の
頭
脳
に
よ
っ
て
、
こ
ん
な
に
も
感
得
力
が
相
違
す
る
も
の
で
あ
ら 対

う
か
と
今
さ
ら
の
や
う
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
い
う
感
想
は
、
当
然
、
読
者
の
批
評
眼
を
問
う
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
前
記
三
者

の
弁
別
法
の
審
問
へ
と
接
続
さ
れ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
審
問
は
作
者
自
身
へ
も
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
一一一一回
う
ま
で
も
な

。
「す
べ
て
美
し
き
も
の
を
」
と
浪
漫
主
義
者
は
云
ふ
。
し
か
し
、
現
代
の
や
う
に
、

一
人
の
人
間
が
人
と
し
て
の
眼
と
、
個
人
と
し
て
の

眼
と
、

そ
の
個
人
を
見
る
眼
と
、

一ニ
機
の
眼
を
持
っ
て
出
現
し
始
め
、

さ
う
し
て
な
ほ
且
つ
作
者
と
し
て
の
限
さ
へ
持
っ
た
上
に
、
し
か

も
た
だ
一
途
に
頼
ん
だ
道
徳
や
理
智
ま
で
が
再
び
分
解
せ
ら
れ
た
今
に
な
っ
て
、
何
が
美
し
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。
（
「
純
粋
小
説
諭
」
）

こ
れ
は
、

「博
士
」
執
筆
よ
り
一
年
以
上
後
に
発
表
さ
れ
た
文
学
論
で
は
あ
る
が
、
こ
の
「
純
粋
小
説
論
」
の
基
本
構
成
と
な
る
諸
概
念
は
、

か
な
り
前
か
ら
横
光
の
内
部
に
脹
胎
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
数
種
類
の
「
眼
」
の
あ
り
方
は
、
「
博
士
」

に
お
け
る

「私」
、
加
羅
木
、
読
者
、

そ
し
て
横
光
自
身
な
ど
の
存
在
と
、
い
ず
れ
と
も
交
換
可
能
な
も
の
と
受
け
取
れ
る
。

そ
し
て
、
「
道
徳

や
理
智
」
が
「
分
解
」
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
正
に
加
羅
木
博
士
の
造
型
そ
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

土
日
豆
ロ

φ
申
r
2
2
ロ

こ
の
小
説
は
飽
く
ま
で
も

「私
」
の
語
り
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
多
く
の
意
味
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
が
加
羅
木
博
士
で

あ
る
。
「
私
」
の
好
印
象
と
巷
間
の
悪
評
と
い
う
両
面
性
、
更
に
は
、
文
学
と
自
然
科
学
の
結
抗
の
要
素
を
も
盛
り
込
み
、
極
め
て
複
雑
な
人



物
と
し
て
造
却
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
級
な
人
物
が
作
中
で
自
窓
口
に
追
い
込
ま
れ
た
事
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
の
帰
結
と
も
言
え
る
。
凡
そ
中
心

人
物
と
は
位
置
付
け
難
い
人
物
に
対
し
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
問
題
性
を
賦
課
し
過
ぎ
た
か
、
と
の
感
は
否
め
な
い
。

し
か
し
、

の
読
者
と
作
者
（
「
私
」
〉
と
い
う
関
係
と
、

実
際
世
界
の
我
々
読
者
と

そ
れ
ぞ
れ
を
「
試
験
」
し
よ
う
と
す
る
、
極
め
て
野
心
的
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
事
が
出
来
る
。

そ
の
試
験
科
同
と
し
て
、
償
光
が
’
U
身
の
文
学
理
論
で
展
開
し
た
、
「
基
礎
概
念
」

・
「
文
学
」

・
「
自
然
科
学
」

・
「
精
神
科
学
」
な

そ
し
て
、
小
説
読
者
の
批
評
意
識
を
も
問
う
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
事
は
、
注
視
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の
加
緑
木
博

t
を
含
む
「
昨
日
今
日
」

作
有
償
光
と
を
歪
層
的
に
構
成
化
し
、

こ
の
作
品
は
、

そ
し
て
、

ど
の
学
問
領
域
の
至
当
性
、

甲

L. 

れ
ら
の
問
．
地
は
、

へ
の
承
継
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
殆
ど
全
て
が
、
形
を
変
え
な
が
ら
も
、
大
作
「
旅
愁
」

（注）

試験される作荷 －読者 ・学問

（l
）
金
梢
熊
「
博
士
」
（
井
上
部

・
仲
谷
忠
孝
・
羽
鳥
徹
哉
編
「
横
光
利

一
事
典
」、
平
成
十
四
年
十
月
、
お
う
ふ
う
）
。

〈2
）
「
紋
市
」
の
語
り
手
で
あ
る

「私
」
に
も
「
訟
山
」
と
い
う
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
る
事
は
興
味
深
い
。
尚
、

「同
士
」
に
お
い
て
も
、

「し
か
し
、

場
合
の
様
子
を
い
ま
少
し
読
者
の
顕
に
入
れ
て
民
ふ
た
め
に
は
」
と
い
う
様
に
、
僅
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
所
謂
〈
四
人
称
〉
的
語
り
が
用
い
ら
れ
て
い

る
事
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

（3
）
野
中
潤

「〈
作
品
論
〉
の
臨
界
点

i
横
光
利

一「
機
械
」
周
辺
｜
」
〈
平
成
五
年
六
月
、
「
文
学
と
教
育
」
〉
。

（4
）
前
掲
（
1
）。

（5
）

介
し
し
識
は
、
「
燐
光
利
一
一
仰
い
似
と
研
究
」
（
手
成
ぃ
ハ
作
卜
．
丹
、
お
う
ふ
う
）
の
巾
で
、
加
経
木
博

t
の
造
型
に
着
服
し
、
「
目
的
の
た
め
に
手
段
を
選

ば
ぬ
行
為
ゃ
い
中
に
あ
た
る
と
き
の
児
市
な
同
l
．の
執
念
に
は
発
明
狂
の
雌
金
も
通
じ
る
人
物
像
と
し
て
興
味
深
い
」
と
し
て
い
る
。

（6
）
架
川
町
良
樹

「横
光
利

一
論
」（
平
成
，
．年
．．
 

刀
、
永
旧
占
一民）。

〈7
〉
前
掲
〈
6
）。

（8
）
横
光
利

一「
覚
書

一
」
（
昭
和
九
年
四
月
、
「
文
芸
」
）
。
原
題
は
「
覚
書
」
。

横
光
利

一「
党
A
E
（
活
動
と
川
町
入
と
の
限
界
か
ら
〉
」
（
昭
和
八
年
ヤ
九
月
、
「
文
学
」
〉
0

．
原
題
は
「
活
動
と
帰
入
と
の
限
界
か
ら
」
。

こ
の

11 

（

9
）
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付
記横

光
利
一
作
品
の
引
用
に
当
た
っ
て
は
、
「
定
本

原
文
を
尊
重
し
た
。

横
光
利
一
全
集
」
（
河
出
書
房
新
社
）

を
使
用
し
た
。
漢
字
は
現
行
通
用
の
字
体
に
改
め
、
仮
名
遣
い
は

（
な
か
が
わ

と
も
ひ
ろ

日
本
文
化
学
〉


