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一

日
本
の
近
代
文
学
に
お
い
て
地
下
を
描
い
た
作
品
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
作
品
は
い
か
な
る
地
下
世
界
を
想

像
し
、
そ
れ
を
通
し
て
何
を
描
こ
う
と
し
た
の
か
。
こ
れ
が
以
下
の
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

主
に
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
地
上
の
日
常
の
世
界
と
は
違
う
他
界
と
し
て
の
地
下
で
あ
る
。
宗
教
的
な
も
の
か
ら
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

や
Ｓ
Ｆ
ま
で
、
近
代
に
お
け
る
地
下
他
界
の
様
相
を
問
題
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
秘
密
の
抜
け
穴
な
ど
は
基
本
的
に
は
取
り
上
げ
な
い
。

時
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
他
界
と
し
て
の
性
質
が
強
い
と
判
断
し
た
も
の
に
限
ら
れ
る
。

本
論
で
は
最
初
に
、
近
代
以
前
の
文
献
に
お
け
る
地
下
世
界
の
あ
り
方
を
分
析
し
、
次
い
で
そ
れ
と
の
比
較
に
よ
っ
て
近
代
の
地
下
世

界
訪
問
譚
に
お
け
る
地
下
世
界
の
様
相
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。
近
代
に
お
け
る
地
下
世
界
の
全
体
的
な
特
徴
を
踏
ま
え
て
、
具
体
的

九
四
五

（1）

＊
福
岡
大
学
人
文
学
部
准
教
授



な
分
類
を
行
っ
て
い
く
。
ま
ず
、
近
代
に
お
い
て
現
実
の
外
に
あ
る
地
下
を
描
い
た
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
取
り
上
げ
る
。
そ
し
て
、
現
実

内
の
領
域
と
し
て
の
地
下
を
自
然
と
人
工
に
分
類
し
、
最
初
に
自
然
に
作
ら
れ
た
地
下
と
し
て
洞
窟
や
地
球
内
の
空
洞
を
描
い
た
作
品
に

つ
い
て
論
じ
る
。
次
に
、
人
工
的
な
地
下
を
、
よ
り
自
然
に
近
い
も
の
と
全
て
が
人
工
的
な
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
に
分
類
し
、

ま
ず
前
者
の
、
鉱
山
を
描
い
た
作
品
を
取
り
上
げ
る
。
そ
の
後
、
後
者
の
地
下
と
し
て
、
現
在
の
都
市
の
地
下
に
あ
る
地
下
鉄
と
下
水
道

を
舞
台
と
し
た
作
品
と
、
未
来
の
技
術
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
世
界
を
描
い
た
Ｓ
Ｆ
的
作
品
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

地
下
世
界
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
の
研
究
が
あ
る （

�）。
過
去
と
し
て
の
地
下
や
人
工
空
間
と
し
て
の
地
下
と
い
っ
た
問
題

は
、
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
『
地
下
世
界
』
や
井
辻
朱
美
『
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
万
華
鏡
』
な
ど
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
本
論
は
こ

う
し
た
問
題
を
日
本
の
近
代
文
学
に
お
い
て
も
適
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
以
下
の
論
で
あ
げ
る
作
品
は
管
見
に
入
っ
た

か
ぎ
り
の
も
の
で
あ
り
、
地
下
世
界
を
描
い
た
作
品
の
一
部
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
論
が
あ
く
ま
で
大
雑
把
な
見
取
り
図
に
と
ど
ま

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

二

最
初
に
、
こ
の
章
で
は
、
近
代
の
地
下
世
界
の
諸
相
を
見
る
前
に
、
近
代
以
前
の
文
献
に
描
か
れ
た
地
下
世
界
の
様
相
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

古
く
か
ら
地
下
は
死
者
の
世
界
、
冥
界
と
さ
れ
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
と
エ
ウ
リ
デ
イ
ケ
の
物
語
や
プ
ロ
セ
ル
ピ
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ナ
と
プ
ル
ト
ー
の
物
語
で
描
か
れ
た
地
下
で
あ
り
、
日
本
で
も
『
古
事
記
』
の
イ
ザ
ナ
ギ
が
イ
ザ
ナ
ミ
を
連
れ
戻
し
に
向
か
う
黄
泉
の
国

が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る （

�）。

地
下
は
た
だ
死
者
の
国
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
黒
田
日
出
男
氏
は
『
龍
の
棲
む
日
本
』
（
岩
波
書
店
、
平
一
五
・
三
）
に
お
い
て
、

中
世
の
日
本
で
は
、
地
下
に
は
網
の
目
の
よ
う
に
洞
窟
が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
龍
が
棲
む
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
吾
妻
鏡
」
の
建
仁
三
年
六
月
一
日
の
条
に
は
頼
家
の
命
に
よ
っ
て
伊
豆
の
洞
窟
に
入
っ
た
和
田
平
太
胤
長
が
大
蛇
に
会
っ
た
こ
と
、
同

年
六
月
三
日
及
び
四
日
の
条
に
は
、
富
士
の
洞
窟
に
入
っ
た
新
田
四
郎
忠
常
が
不
思
議
な
力
で
郎
従
の
命
を
失
っ
た
こ
と
の
記
述
が
あ
る
。

富
士
の
洞
窟
の
中
は
浅
間
大
菩
薩
の
御
在
所
な
の
で
あ
る
。
「
吾
妻
鏡
」
の
記
述
に
基
づ
い
た
「
富
士
の
人
穴
草
子
」
で
は
、
源
頼
家
の

命
に
よ
り
富
士
の
人
穴
に
入
っ
た
仁
田
四
郎
忠
綱
は
、
蛇
の
姿
で
現
れ
た
浅
間
大
菩
薩
に
地
獄
と
極
楽
を
案
内
さ
れ
る
。
「
諏
訪
縁
起
」

で
は
、
甲
賀
三
郎
は
洞
窟
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
地
下
の
国
々
を
遍
歴
し
た
後
、
蛇
に
な
っ
て
地
上
に
戻
り
、
諏
訪
の
神
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
本
格
的
な
伝
説
・
物
語
で
は
な
く
、「
鼠
の
浄
土
」
の
昔
話
も
地
下
世
界
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
地
下
世
界
は
、
地
上
の
日
常
の
世
界
に
対
し
て
ま
っ
た
く
異
質
な
空
間
で
あ
る
。
通
常
の
洞
窟
な
ど
は
未
知
で
危
険
に
満
ち

た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
論
理
が
通
用
す
る
空
間
の
一
部
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
で
非
日
常
的
な
体
験
を
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
体
験
は
日
常
の
論
理
で
説
明
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
前
近
代
の
地
下
世
界
訪
問
譚
に
お
け
る
地
下

は
そ
う
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
地
下
が
冥
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
空
間
上
の
移
動
で
は
な
く
、
そ
こ
に
生
と
死
と
い
う
根

本
的
な
世
界
の
断
絶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
生
の
世
界
の
、
日
常
の
論
理
は
通
用
し
な
い
。
龍
や
浅
間
大
菩
薩
が
い
る

地
下
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こ
と
も
、
地
下
が
世
俗
の
世
界
と
は
違
う
神
の
領
域
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
地
獄
や
極
楽
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

異
質
な
空
間
と
し
て
の
地
下
に
は
、
具
体
的
な
場
所
と
し
て
の
性
質
も
、
歴
史
的
な
時
間
も
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
の

地
下
世
界
が
、
現
実
の
地
下
に
、
ど
れ
だ
け
の
深
さ
で
、
ど
れ
だ
け
の
広
が
り
を
持
っ
て
位
置
し
て
い
る
か
想
像
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ

こ
に
は
過
去
も
、
現
在
も
、
未
来
も
存
在
し
な
い
。
過
去
か
ら
変
わ
る
こ
と
な
く
、
現
在
に
つ
な
が
り
、
未
来
へ
と
続
い
て
い
く
、
永
遠

の
時
間
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
近
代
以
前
の
文
献
に
お
け
る
地
下
は
、
現
実
と
は
別
の
、
全
く
の
観
念
上
の
世
界
で
あ
り
、
現
実
の
地
下

に
観
念
上
の
地
下
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
登
場
す
る
、
観
念
上
の
世
界
は
、
冥
界
や
地
獄
極
楽
な
ど
、
宗
教
的
な
他
界
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
な
、
近
代
以
前
の
文
献

に
お
い
て
地
下
が
描
か
れ
る
と
き
、
現
実
の
地
下
が
ど
う
で
あ
る
か
、
と
い
う
現
実
と
の
対
応
は
重
要
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
れ
よ
り
も
宗
教
的
な
他
界
観
と
の
照
応
に
こ
そ
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
地
下
と
は
他
界
で
あ
り
、
他
界
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た

が
ゆ
え
に
地
下
は
語
る
に
値
す
る
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
地
下
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
通
し
て
宗
教
的
な
他
界
に
つ

い
て
語
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

地
下
が
、
宗
教
的
他
界
観
と
い
う
現
実
を
超
え
た
超
越
的
な
原
理
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
二
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
一
つ
は
、
社
会
に
よ
る
共
有
で
あ
る
。
地
下
は
宗
教
的
な
他
界
の
一
つ
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
同
じ
宗
教
や
他
界
観
を
も
つ

共
同
体
の
中
で
地
下
の
イ
メ
ー
ジ
が
共
有
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
一
つ
目
の
指
摘
と
表
裏
一
体
だ
が
、
地
下
世
界
像
が
、
社

会
に
共
有
さ
れ
る
他
界
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
地
下
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
冥
界
や
龍
の
世
界
や
地
獄
極
楽
な

九
四
八

（4）



ど
、
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
近
代
以
前
の
地
下
世
界
訪
問
譚
に
お
け
る
、
地
下
へ
の
人
間
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

近
代
以
前
の
地
下
世
界
訪
問
譚
で
描
か
れ
た
地
下
は
、
宗
教
的
な
他
界
観
に
支
え
ら
れ
た
、
地
上
の
人
間
の
世
界
と
は
根
本
的
に
違
う

世
界
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
間
は
、
地
下
世
界
へ
自
分
の
意
志
だ
け
で
簡
単
に
行
く
と
い
う
訳
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
し
ば
し
ば
地
下

の
異
世
界
は
、
主
人
公
が
た
ま
た
ま
見
つ
け
る
、
ま
た
は
迷
い
込
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
世
界
の
中
で
は
、
主
導
権
は
迷
い
込
ん
だ
人
間

に
は
な
く
、
そ
の
世
界
の
主
で
あ
る
神
や
鬼
に
あ
る
。
そ
こ
は
タ
ブ
ー
の
領
域
で
あ
り
、
時
に
「
吾
妻
鏡
」
の
記
述
の
よ
う
に
、
洞
窟
に

入
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
神
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
こ
う
し
た
世
界
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
地
下
世
界
を
経
過
し
た
「
諏
訪
縁
起
」

の
甲
賀
三
郎
は
、
生
と
死
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
経
て
、
神
へ
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
近
代
以
前
の
文
献
に
お
い
て
、
地
下
世
界
が
地
上
と
は
ま
っ
た
く
違
う
、
そ
の
外
側
に
あ
る
、
異
世
界
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が

宗
教
的
な
他
界
観
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
地
下
の
イ
メ
ー
ジ
が
社
会
に
共
有
さ
れ
、
ま
た
社
会
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ

し
て
、
そ
こ
で
は
人
間
に
主
導
権
が
無
く
、
人
間
の
自
由
に
出
来
な
い
世
界
で
あ
る
こ
と
、
を
考
察
し
た
。
次
に
は
、
こ
う
し
た
地
下
が

近
代
に
お
い
て
い
か
に
変
化
す
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）
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三

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
近
代
以
前
に
お
い
て
、
地
下
世
界
は
社
会
に
共
有
さ
れ
た
宗
教
的
他
界
観
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し

て
、
近
代
に
お
い
て
地
下
は
、
宗
教
的
な
他
界
観
と
の
照
応
で
は
な
く
、
探
査
し
、
検
証
し
う
る
、
目
に
見
え
る
現
実
と
の
対
応
が
求
め

ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
こ
の
世
界
の
す
ぐ
隣
に
あ
る
地
下
に
死
の
世
界
や
神
の
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
く

な
る
。
宗
教
的
他
界
観
は
、
社
会
の
中
で
リ
ア
リ
テ
ィ
を
喪
失
す
る
。
地
下
は
、
世
俗
化
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
と
ま
っ
た
く
異
世
界
で

あ
っ
た
地
下
は
、
現
実
の
内
側
に
属
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

宗
教
的
他
界
観
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
喪
失
は
、
宗
教
的
地
下
世
界
像
が
、
社
会
に
共
有
さ
れ
た
規
範
と
し
て
の
力
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
下
に
つ
い
て
の
想
像
は
、
基
本
的
に
個
人
の
領
域
に
属
す
る
も
の
に
な
る
。
近
代
の
地
下
世
界
訪
問
譚
は
、

社
会
に
共
有
さ
れ
た
他
界
観
を
表
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
が
自
ら
の
思
想
や
想
像
力
を
展
開
し
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
個
人

は
、
宗
教
的
な
他
界
観
に
よ
る
地
下
世
界
像
か
ら
自
由
に
、
自
分
の
想
像
力
に
よ
っ
て
、
彼
独
自
の
地
下
世
界
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
近
代
に
お
け
る
、
個
人
の
想
像
力
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
主
に
虚
構
作
品
を
考
察
対
象
と
し
て
い
く
の
だ
が
、
最
初
に
、

こ
の
章
で
は
、
近
代
に
お
け
る
地
下
世
界
を
舞
台
と
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
と
り
あ
げ
る
。
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
描
く
地
下
は
、
現
実
の
外

に
あ
る
、
地
上
と
は
違
う
異
世
界
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
冥
界
や
神
の
世
界
と
し
て
の
地
下
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

は
、
宗
教
的
な
地
下
世
界
像
の
喪
失
を
前
提
と
し
、
個
人
の
想
像
の
み
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
点
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
地
下

世
界
と
は
違
う
。
地
下
世
界
を
舞
台
と
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
、
伝
統
的
な
地
下
他
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
受
け
継
ぎ
つ
つ
も
、
地
下
に
つ
い

九
五
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て
自
由
な
想
像
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
地
下
世
界
を
舞
台
と
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
紹
介
す
る
前
に
、
西
洋
近
代
に
お
け
る
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
ル
ー
ド
ヴ
ィ

ク
・
ホ
ル
ベ
リ
の
「
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
リ
ミ
ウ
ス
の
地
下
世
界
へ
の
旅
」
（
1
7
4
1）
で
は
、
主
人
公
ク
リ
ミ
ウ
ス
は
、
地
球
の
中
の
宇
宙
に

浮
か
ぶ
、
樹
木
人
や
猿
の
国
を
遍
歴
し
、
あ
る
国
で
皇
帝
と
な
っ
た
後
、
地
下
世
界
を
追
放
さ
れ
る
。
多
賀
茂
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
地

球
の
中
に
あ
る
空
洞
は
当
時
一
部
で
真
実
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
ホ
ル
ベ
リ
は
、
当
時
信
じ
ら
れ
て
い
た
地
下
世
界
の
設
定
を
使
っ

て
、
西
洋
社
会
を
風
刺
す
る
た
め
の
空
想
物
語
を
構
想
し
た
の
で
あ
る （

�）。
ま
た
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ベ
ク
フ
ォ
ー
ド
「
ヴ
ァ
テ
ッ
ク
」

（
1
7
8
6）
で
は
、
悪
魔
に
つ
か
れ
た
カ
リ
フ
が
、
地
下
の
悪
魔
の
国
へ
と
向
か
う
。
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
の
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」

（
1
8
6
5）
の
ア
リ
ス
も
兎
穴
か
ら
、
地
下
へ
と
落
ち
て
い
く
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
が
落
ち
た
世
界
は
、
ナ
ン
セ
ン
ス
が
日
常
と
な
っ
た
世

界
で
あ
っ
た
。
井
辻
氏
に
よ
れ
ば
、
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
は
一
八
六
二
年
の
私
家
版
で
の
題
は
「
ア
リ
ス
の
地
下
の
冒
険
」
だ
っ

た
と
い
う （

�）。

一
方
、
日
本
で
は
地
下
世
界
を
舞
台
に
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
江
戸
期
に
お
い
て
、
地

下
他
界
は
必
ず
し
も
実
在
と
は
信
じ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
大
地
の
イ
メ
ー
ジ
に
し
て
も
、
西
洋
の
天
文
学
の
影
響
で
、

す
で
に
あ
る
程
度
地
球
が
丸
い
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
た （

�）。
文
学
作
品
で
も
、
地
下
を
描
い
た
純
然
た
る
風
刺
的
な
空
想
物
語
が
存

在
し
て
い
る
。
朋
誠
堂
喜
三
二
の
「
文
武
二
道
万
石
通
」（
天
明
八
年
）
や
山
東
京
伝
の
「
仁
田
四
郎
富
士
之
人
穴
見
物
」（
天
明
八
年
）

は
、
富
士
の
人
穴
を
趣
向
と
し
て
取
り
入
れ
た
、
風
刺
や
滑
稽
を
狙
っ
た
作
品
で
あ
る （

�）。
昔
話
な
ど
も
、
虚
構
と
し
て
楽
し
ん
で
い
た
面

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
五
一
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が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

近
代
に
な
る
と
、
地
下
を
描
い
た
海
外
作
品
も
翻
訳
さ
れ
る
。
「
ヴ
ァ
テ
ッ
ク
」
は
昭
和
七
年
一
一
月
に
春
陽
堂
か
ら
世
界
名
作
文
庫

の
一
つ
と
し
て
矢
野
目
源
一
の
訳
で
刊
行
さ
れ
る
。
「
ア
リ
ス
」
の
翻
訳
は
数
多
い
。
大
正
一
〇
年
八
月
か
ら
大
正
一
一
年
三
月
に
か
け

て
、
鈴
木
三
重
吉
に
よ
っ
て
『
赤
い
鳥
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
き
に
は
「
地
中
の
世
界
」
と
い
う
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る （

�）。

近
代
の
、
地
下
を
舞
台
と
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
創
作
と
し
て
は
、
二
つ
の
作
品
を
あ
げ
た
い
と
思
う
。
一
つ
は
、
押
川
春
浪
の
「
千

年
後
の
世
界
」（
大
学
館
、
明
三
六
・
一
）
で
あ
る
。
主
人
公
の
、
免
官
さ
れ
パ
リ
か
ら
帰
国
し
た
外
交
官
春
部
春
男
は
、
パ
リ
で
出
会
っ

た
ゼ
ル
ベ
ー
博
士
と
と
も
に
、
金
山
の
巨
大
な
空
洞
の
中
の
湖
か
ら
千
年
後
の
地
下
世
界
へ
と
い
た
る
。
そ
こ
は
無
の
世
界
で
、
時
間
も

な
く
全
て
が
円
満
な
世
界
で
あ
っ
た
。
一
方
、
千
年
後
の
地
上
は
、
人
類
が
物
質
的
繁
栄
の
み
を
求
め
た
結
果
、
道
徳
や
精
神
が
崩
壊
し
、

文
明
が
跡
形
も
な
く
消
え
、
か
ろ
う
じ
て
獣
の
よ
う
な
生
活
を
す
る
文
明
人
の
子
孫
が
残
る
だ
け
の
、
荒
涼
と
し
た
世
界
で
あ
っ
た
。
二

人
は
地
下
の
世
界
へ
と
帰
り
、
永
遠
に
、
幸
せ
な
生
活
を
送
る
。

押
川
は
「
海
底
軍
艦
」
な
ど
の
Ｓ
Ｆ
的
な
冒
険
小
説
・
軍
事
小
説
で
知
ら
れ
た
作
家
で
あ
る
。
そ
の
彼
の
純
然
た
る
地
下
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー

で
あ
る
。
紹
介
し
た
内
容
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
文
明
批
評
的
視
点
か
ら
書
か
れ
た
、
未
来
社
会
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
を
描
い
た
作
品
で
あ

る
。も
う
一
つ
が
、
芥
川
龍
之
介
の
「
河
童
」（『
改
造
』
昭
二
・
三
）
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
河
童
の
国
を
舞
台
と
し
て
、
人
間
や

社
会
を
鋭
く
風
刺
し
た
、
芥
川
晩
年
の
厭
世
的
世
界
観
の
強
く
に
じ
み
出
た
作
品
で
あ
る
。
河
童
を
追
い
か
け
た
「
僕
」
は
、
穴
か
ら

九
五
二
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「
深
い
闇
の
中
へ
ま
つ
逆
さ
ま
に
転
げ
お
ち
」、
そ
こ
に
河
童
の
世
界
が
あ
る
の
で
あ
る
。「
鼠
の
浄
土
」
な
ど
、
よ
く
あ
る
昔
話
の
パ
タ
ー

ン
を
援
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
特
に
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
が
、
こ
の
作
品
も
ま
た
地
下
世

界
を
舞
台
と
し
た
風
刺
的
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
。

四

前
章
で
は
、
宗
教
的
他
界
観
の
喪
失
に
よ
っ
て
、
地
下
世
界
像
が
世
俗
化
し
、
地
下
へ
の
想
像
が
個
人
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
た

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
例
と
し
て
地
下
を
舞
台
と
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
紹
介
し
た
。
宗
教
的
他
界
観
の
喪
失
は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
個

人
化
だ
け
で
は
な
く
、
地
下
の
現
実
に
対
す
る
位
置
づ
け
に
も
変
化
を
も
た
ら
す
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
超
越
的
な
他
界
観
で
は
な

く
、
客
観
的
な
目
に
見
え
る
現
実
と
の
対
応
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
く
の
異
世
界
と
し
て
現
実
の
外
に
あ
っ
た
地
下
は
、
現

実
の
内
側
に
存
在
し
、
そ
の
一
部
と
な
る
の
で
あ
る
。

地
下
が
現
実
の
内
側
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
地
下
が
具
体
的
な
場
所
と
時
間
を
獲
得
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

地
下
世
界
は
、
現
実
の
地
上
の
下
に
あ
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
な
あ
る
場
所
に
、
一
定
の
広
が
り
を
持
っ
て
位
置
す
る
。
地
下
は
、
地

上
か
ら
連
続
し
た
構
造
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
無
時
間
的
で
あ
っ
た
地
下
に
、
時
間
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
過
ぎ
去
っ

て
い
く
過
去
と
、
現
在
と
、
い
ま
だ
存
在
し
な
い
未
来
と
い
う
不
可
逆
的
で
、
一
回
的
な
時
間
の
流
れ
が
、
地
下
世
界
に
存
在
す
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
五
三
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地
下
の
位
置
の
変
化
は
ま
た
、
地
下
へ
の
人
間
の
か
か
わ
り
方
の
変
化
も
も
た
ら
す
。
均
質
化
し
た
世
界
に
お
い
て
、
地
下
へ
行
く
こ

と
は
、
基
本
的
に
は
地
上
の
あ
る
場
所
か
ら
他
の
場
所
に
移
動
す
る
の
と
変
わ
り
は
な
い
。
宗
教
的
な
タ
ブ
ー
は
意
味
を
な
さ
な
い
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
地
下
へ
の
人
間
の
か
か
わ
り
が
描
か
れ
る
時
に
は
、
人
間
の
側
か
ら
の
主
体
的
な
働
き
か
け
が
主
と
な
っ

て
い
く
。
近
代
の
地
下
世
界
訪
問
譚
で
は
、
地
上
の
人
間
が
地
下
に
お
い
て
主
体
的
に
移
動
し
、
時
に
は
地
下
を
利
用
さ
え
す
る
よ
う
に

な
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
地
下
の
他
界
性
も
、
現
実
の
一
部
と
し
て
、
現
実
の
条
件
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
空
想
的
な
地
下
世
界
の
場
合
で
は
、
そ

の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
、
た
と
え
擬
似
的
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
自
然
科
学
的
認
識
を
背
景
と
し
て
持
つ
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
。
地
下
が
リ

ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
か
れ
る
場
合
、
そ
の
他
界
性
は
、
冥
界
や
龍
な
ど
の
よ
う
な
実
体
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
地
下
空
間

を
経
験
す
る
人
間
の
認
識
・
心
理
の
レ
ベ
ル
の
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
現
実
の
内
側
に
属
す
る
地
下
の
全
体
的
な
傾
向
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
近
代
的
な
、
現
実
の
内
に

あ
る
領
域
と
し
て
の
地
下
世
界
を
描
い
た
作
品
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

現
実
内
存
在
と
し
て
の
地
下
は
大
き
く
自
然
の
も
の
と
人
工
の
も
の
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
章
と
次
の
章
は
、
人
間
が

作
っ
た
も
の
で
は
な
い
、
自
然
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
地
下
世
界
を
対
象
と
す
る
。
洞
窟
や
地
球
の
中
の
空
洞
で
あ
り
、
地
下
に
埋
め
ら

れ
た
世
界
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
最
初
に
地
下
の
洞
窟
を
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
い
た
作
品
を
取
り
上
げ
る
。

「
富
士
の
人
穴
草
子
」
や
「
諏
訪
縁
起
」
な
ど
の
よ
う
に
、
洞
窟
は
近
代
以
前
の
文
献
で
も
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
こ
う
し
た
文
献
に

九
五
四
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お
け
る
冥
界
や
神
の
世
界
と
し
て
の
洞
窟
に
対
し
て
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
か
れ
た
洞
窟
は
、
何
よ
り
も
、
闇
に
閉
ざ
さ
れ
、
危
険

に
満
ち
た
、
恐
怖
の
空
間
で
あ
る
。
ア
ン
デ
ル
セ
ン
作
鴎
外
訳
の
「
即
興
詩
人
」
（
『
柵
草
紙
』
明
二
五
・
一
一
～
二
七
・
八
、
『
目
不
酔

草
』
明
三
〇
・
二
～
三
四
・
二
）
で
は
、
主
人
公
は
画
工
に
連
れ
ら
れ
て
、
地
下
の
迷
路
の
よ
う
な
カ
タ
コ
ン
ベ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。

「
即
興
詩
人
」
に
言
及
す
る
江
戸
川
乱
歩
の
「
孤
島
の
鬼
」
（
『
朝
日
』
昭
四
・
一
～
五
・
二
） （

�）や
、
同
じ
く
乱
歩
の
「
闇
に
蠢
く
」
（
『
苦

楽
』
大
一
五
・
一
～
一
一
。
現
代
大
衆
文
学
全
集
第
三
巻
『
江
戸
川
乱
歩
集
』
（
平
凡
社
、
昭
二
・
一
〇
）
に
収
め
る
に
あ
た
っ
て
結
末

が
書
き
下
ろ
さ
れ
る
）
で
も
、
暗
い
洞
窟
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
恐
怖
が
描
か
れ
る
。

危
険
と
恐
怖
の
地
下
世
界
は
、
冒
険
小
説
の
舞
台
で
も
あ
る
。
洞
窟
探
検
を
含
む
冒
険
小
説
の
数
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

Ｒ
・
ハ
ガ
ー
ド
の
「
ソ
ロ
モ
ン
王
の
洞
窟
」（
1
8
8
5）
や
「
洞
窟
の
女
王
」（
1
8
8
6）
な
ど
は
早
く
か
ら
翻
訳
さ
れ
て
い
る （

�）。

実
際
の
洞
窟
探
検
で
、
明
治
期
に
よ
く
知
ら
れ
た
の
が
江
見
水
蔭
で
あ
る
。
江
見
水
蔭
は
雑
誌
『
冒
険
世
界
』
な
ど
で
、
仲
間
と
と
も

に
行
っ
た
様
々
な
危
険
な
場
所
へ
の
冒
険
談
を
掲
載
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
洞
窟
へ
の
冒
険
も
あ
っ
た
。
「
毒
龍
」
の
伝
説
の
あ
る
江
ノ

島
の
洞
窟
へ
の
探
検
を
描
い
た
「
龍
窟
探
検
記
」（『
読
売
新
聞
』
明
三
〇
・
二
・
二
二
～
三
・
二
二
）
や
、
前
人
未
到
だ
っ
た
と
い
う
日

原
の
鍾
乳
洞
に
入
っ
た
、
「
武
州
日
原
鍾
乳
洞
探
検
記
」
（
『
少
年
世
界
』
明
三
三
・
一
一
～
三
四
・
四
。
続
く
五
月
に
「
武
州
日
原
鍾
乳

洞
探
検
後
記
」
が
掲
載
）
な
ど
で
あ
る
。
後
者
の
「
後
記
」
に
も
あ
る
よ
う
に
彼
の
洞
窟
探
検
記
は
当
時
好
評
で
あ
っ
た
。
江
戸
川
乱
歩

は
、
後
に
も
触
れ
る
「
大
暗
室
」
へ
の
自
身
に
よ
る
解
説
（「
あ
と
が
き
」（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』（
桃
源
社
、
昭
三
七
・
九
）
所
収
）
で
、

自
作
の
「
地
底
王
国
の
着
想
に
は
、
少
年
時
代
に
読
ん
だ
江
見
水
蔭
の
地
底
探
検
小
説
の
影
響
が
あ
る
ら
し
い
」
と
記
し
て
い
る
。
乱
歩

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
五
五
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も
江
見
水
蔭
の
洞
窟
探
検
談
の
読
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
作
品
に
登
場
す
る
洞
窟
と
、
二
章
で
あ
げ
た
、
近
代
以
前
の
文
献
に
登
場
す
る
洞
窟
と
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、
地
獄
も
極
楽
も
龍
も
登
場
し
て
こ
な
い
。
危
険
で
、
闇
に
閉
ざ
さ
れ
た
非
日
常
的
な
空
間
で
は
あ
る
が
、
地
上
と
同
じ
現
実
の
空
間

で
あ
る
。
主
人
公
た
ち
は
何
者
か
に
よ
っ
て
閉
じ
込
め
ら
れ
る
か
、
ま
た
は
自
ら
の
意
思
と
足
で
地
下
に
入
っ
て
い
き
、
そ
こ
に
何
が
あ

る
か
を
探
査
す
る
の
で
あ
る
。

リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
捉
え
ら
れ
た
洞
窟
は
、
危
険
と
恐
怖
の
空
間
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
非
日
常
的
な
美
し
さ
を
持
っ
た
空
間
と

し
て
も
描
か
れ
る
。
国
枝
史
郎
の
「
神
州
纐
纈
城
」（『
苦
楽
』
大
一
四
・
一
～
大
一
五
・
一
〇
）
に
は
、
恐
ろ
し
い
と
同
時
に
、
神
秘
的

な
美
し
さ
を
持
っ
た
洞
窟
が
登
場
す
る
。 （

�）作
品
で
は
、
光
明
優
婆
塞
に
率
い
ら
れ
た
神
秘
的
な
教
団
が
、
富
士
の
麓
に
あ
る
巨
大
な
洞
窟

を
聖
地
と
し
て
い
る
。
こ
の
洞
窟
は
か
つ
て
役
小
角
が
入
定
し
た
洞
窟
で
も
あ
っ
た
。
作
品
の
後
半
で
は
瀕
死
の
重
傷
を
お
っ
た
主
人
公

の
土
屋
庄
三
郎
が
そ
の
中
を
流
さ
れ
て
い
く
が
、
洞
窟
内
は
夜
光
虫
に
照
ら
さ
れ
、
四
季
の
花
が
咲
き
誇
っ
て
い
る
。
洞
窟
は
聖
な
る
空

間
で
あ
り
、
主
人
公
の
死
と
再
生
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
「
富
士
の
人
穴
草
子
」
な
ど
の
よ
う
に
、
龍
の
出
現
や
地
獄
極
楽
へ
の
遍
歴
な

ど
、
宗
教
的
な
異
世
界
は
出
て
こ
な
い
。
洞
窟
内
の
様
子
は
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
描
か
れ
て
入
る
も
の
の
、
宗
教
性
の
強
い
地
下
世
界

訪
問
譚
で
あ
る
。

横
溝
正
史
の
作
品
に
も
恐
ろ
し
い
と
と
も
に
美
し
い
洞
窟
が
登
場
す
る
。
そ
の
代
表
的
作
品
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
八
つ
墓
村
」
で

あ
る
。
正
史
は
こ
の
他
に
「
不
死
蝶
」
や
「
悪
霊
島
」
で
も
洞
窟
を
重
要
な
舞
台
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
小
説
の
原
点
と
な
っ
た
の
が
、

九
五
六
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正
史
自
身
が
翻
訳
し
た
、
Ｄ
・
Ｋ
・
ウ
ィ
ッ
プ
ル
の
「
鍾
乳
洞
殺
人
事
件
」
（
『
探
偵
小
説
』
昭
七
・
五
）
で
あ
る
（
「
八
つ
墓
村
」
に
言

及
が
あ
る
）
。
鍾
乳
洞
で
の
殺
人
や
犯
人
の
追
跡
劇
な
ど
の
見
せ
場
も
多
く
、
洞
窟
を
ミ
ス
テ
リ
の
主
要
な
舞
台
と
し
た
、
少
し
古
く
は

な
っ
て
い
る
も
の
の
今
読
ん
で
も
十
分
に
楽
し
め
る
作
品
で
あ
る （

�）。
「
解
説
」
の
杉
江
松
恋
氏
の
い
う
よ
う
に
、
そ
の
魅
力
は
作
中
に
描

か
れ
た
洞
窟
の
、
地
上
で
は
見
ら
れ
な
い
美
し
さ
の
描
写
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
洞
窟
は
「
神
州
纐
纈
城
」
の
よ
う
に
、
聖
地
と
し
て
タ

ブ
ー
視
さ
れ
て
は
い
な
い
。
逆
に
、
観
光
地
と
し
て
金
儲
け
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
地
下
は
、
地
上
の
土
地
と
同
じ
く
、
人

間
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
自
然
な
地
下
空
間
で
あ
る
洞
窟
が
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
線
の
も
と
で
、
恐
怖
の
場
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
、
非
日
常
的
な

美
し
さ
を
も
っ
た
空
間
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
を
見
た
。
次
に
、
同
じ
く
現
実
内
の
存
在
と
し
て
地
下
世
界
を
捉
え
、
自
然
科
学
的
な
認

識
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、
よ
り
空
想
的
な
地
下
世
界
を
作
り
出
し
た
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
お
け
る
地
下
の
意
味
を
考

察
し
て
い
く
。
そ
の
一
つ
は
地
球
空
洞
説
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
地
質
学
や
考
古
学
か
ら
生
ま
れ
た
過
去
の
蓄
積
と
し
て
の
地
下
と
い
う

地
下
世
界
像
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
後
者
に
注
目
し
て
論
じ
る
。

六

地
下
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
そ
の
よ
く
知
ら
れ
た
説
に
地
球
空
洞
説
が
あ
る （

�）。
今
で
は
、
ナ

ン
セ
ン
ス
な
妄
想
で
し
か
な
い
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
西
洋
で
は
「
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
リ
ミ
ウ
ス
」
が
書
か
れ
た
十
八
世
紀
に
お
い
て
も
支

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
五
七
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持
す
る
意
見
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
に
な
っ
て
も
、
ジ
ョ
ン
・
ク
リ
ー
ヴ
ズ
・
シ
ム
ズ
に
よ
っ
て
新
た
な
地
球
空
洞
説
が
唱
え

ら
れ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
南
極
と
北
極
に
は
巨
大
な
穴
が
開
い
て
お
り
、
地
球
の
中
は
空
洞
で
、
何
層
に
も
入
れ
子
状
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
。
こ
の
こ
と
を
確
か
め
る
た
め
に
探
検
隊
が
組
織
さ
れ
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。

科
学
的
に
は
ナ
ン
セ
ン
ス
と
さ
れ
た
地
球
空
洞
説
だ
が
、
文
学
で
は
新
た
な
空
想
の
源
と
な
っ
た
。
ポ
ー
の
「
ナ
ン
タ
ケ
ッ
ト
島
出
身

の
ア
ー
サ
ー
・
ゴ
ー
ド
ン
・
ピ
ム
の
物
語
」
（
1
8
3
8）
の
最
後
は
極
に
あ
る
穴
の
存
在
を
示
唆
し
て
終
わ
る
。
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
ヌ
の

「
地
底
旅
行
」
（
1
8
6
5）
も
広
大
な
地
下
世
界
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
エ
ド
ガ
ー
・
バ
ロ
ー
ズ
「
地
底
世
界
ペ
ル
シ
ダ
ー
」
（
1
9
1
4）
で

は
、
地
下
の
空
洞
世
界
に
は
、
進
化
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
知
性
を
持
っ
た
爬
虫
類
の
世
界
が
広
が
る
。
Ｈ
・
Ｐ
・
ラ
ヴ
ク
ラ
フ
ト
「
狂
気

の
山
脈
に
て
」
（
1
9
3
6）
は
ポ
ー
の
作
品
を
下
敷
き
に
、
南
極
の
地
下
に
眠
る
、
宇
宙
か
ら
来
た
か
つ
て
の
地
球
の
支
配
者
の
遺
跡
を
描

き
出
す
。

戦
前
の
日
本
で
も
地
球
空
洞
説
を
用
い
た
小
説
が
あ
る
。
そ
の
早
い
例
が
、
阿
武
天
風
の
「
極
南
の
迷
宮
」（『
冒
険
世
界
』
大
二
・
一

～
三
）
で
あ
る （

�）。
南
極
の
穴
の
底
に
あ
る
地
下
世
界
で
は
、
黄
金
国
と
悪
魔
国
が
対
立
し
て
い
る
。
そ
こ
に
飛
び
込
ん
だ
主
人
公
が
黄
金

国
の
姫
と
共
に
、
悪
魔
国
を
殲
滅
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
他
に
も
、
後
述
す
る
久
生
十
蘭
や
小
栗
虫
太
郎
の
作
品
な
ど
に
も
影
響
が

考
え
ら
れ
る
。

地
球
空
洞
説
以
上
に
、
文
学
へ
の
影
響
と
し
て
重
要
な
の
が
、
古
生
物
学
や
地
質
学
の
進
歩
に
よ
る
、
地
下
に
は
過
去
が
地
層
と
な
っ

て
蓄
積
し
て
い
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
過
ぎ
去
っ
た
過
去
が
完
全
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
地
層
と
し
て
現
在
の
地
下
に

九
五
八
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残
存
し
て
い
る
。
時
間
は
視
覚
化
さ
れ
、
地
下
の
階
層
と
し
て
構
造
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
地
下
は
過
去
を
示
す
場
と
な
る
。
し
か
も
、

考
古
学
や
古
生
物
学
は
時
間
の
範
囲
を
大
き
く
拡
大
す
る
。
地
下
に
隠
さ
れ
た
過
去
は
、
何
十
年
何
百
年
単
位
で
は
な
く
、
何
千
年
何
万

年
で
あ
り
、
石
器
時
代
や
恐
竜
の
時
代
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
下
の
認
識
を
背
景
に
、
地
下
を
描
い
た
小
説
で
は
じ
つ
に
し
ば
し
ば
大
地
の
下
の
遺
跡
、
失
わ
れ
た
文
明
が
登
場
す
る
。

ハ
ガ
ー
ド
の
洞
窟
探
検
も
の
な
ど
が
そ
の
代
表
で
あ
る
。
日
本
で
も
押
川
春
浪
の
「
人
外
魔
境
」
（
本
郷
書
院
、
明
四
〇
・
五
）
の
、
城

を
追
わ
れ
父
を
失
っ
た
王
子
た
ち
は
数
年
後
、
父
の
墓
の
下
に
古
代
文
明
の
遺
跡
で
あ
る
地
下
宮
殿
を
見
つ
け
、
死
ん
だ
は
ず
の
父
と
再

会
す
る （

�）。
野
村
胡
堂
の
「
地
底
の
都
」（『
少
年
倶
楽
部
』
昭
七
・
一
～
一
二
）
で
は
、
大
和
民
族
や
ア
イ
ヌ
よ
り
以
前
に
あ
っ
た
、
銅
鐸

を
使
用
し
た
高
い
文
明
の
都
が
富
士
山
の
噴
火
に
よ
っ
て
そ
の
麓
に
埋
ま
っ
て
い
る （

�）。
そ
の
地
底
の
都
に
隠
さ
れ
た
富
を
め
ぐ
っ
て
、
外

国
勢
力
と
の
争
奪
が
物
語
の
テ
ー
マ
に
な
る
。
山
中
峯
太
郎
「
万
国
の
王
城
」（『
少
女
倶
楽
部
』
昭
六
・
一
〇
～
七
・
一
二
）
と
そ
の
続

編
「
第
九
の
王
冠
」（『
少
女
倶
楽
部
』
昭
八
・
一
～
一
二
）
で
は
、
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン
の
末
裔
で
、
日
本
で
育
て
ら
れ
た
主
人
公
が
、
大
蒙

古
国
の
再
興
の
た
め
、
ゴ
ビ
砂
漠
の
地
下
に
埋
も
れ
た
か
つ
て
の
王
城
の
中
で
、
ソ
連
と
そ
の
手
先
の
ラ
マ
の
活
仏
と
戦
う （

�）。
シ
ベ
リ
ア

中
に
広
が
る
洞
窟
の
中
で
、
シ
ベ
リ
ア
を
掌
中
に
治
め
よ
う
と
す
る
賊
ア
ラ
ン
カ
イ
を
日
本
の
軍
人
が
退
治
す
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
、

町
田
楓
村
『
地
下
戦
争
』
（
太
洋
堂
、
晴
光
館
、
明
四
〇
・
九
）
で
、
戦
い
と
は
何
の
関
係
も
な
く
、
洞
窟
の
中
で
の
遺
跡
や
化
石
の
発

見
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
挟
ま
れ
る
の
も
、
地
下
と
過
去
と
の
関
連
の
強
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

た
だ
遺
跡
が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
に
滅
ん
だ
は
ず
の
民
族
が
生
き
て
残
っ
て
い
る
と
い
う
作
品
も
あ
る
。
国
枝
史
郎

地
下
世
界
の
近
代
（

永
井
）

九
五
九
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「
沙
漠
の
古
都
」
（
『
新
趣
味
』
大
一
二
・
三
～
一
〇
）
で
は
、
ゴ
ビ
砂
漠
の
下
に
あ
る
、
滅
ん
だ
は
ず
の
ウ
イ
グ
ル
人
の
地
下
都
市
に
つ

い
て
の
伝
説
が
語
ら
れ
る （

�）。
小
栗
虫
太
郎
の
「
大
暗
黒
」（『
新
青
年
』
昭
一
四
・
一
〇
～
一
一
）
の
探
検
隊
は
、
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
人
が

住
む
地
下
の
海
へ
探
検
に
向
か
う
。
岡
本
綺
堂
の
「
飛
騨
の
怪
談
」（『
や
ま
と
新
聞
』
大
一
・
一
一
・
一
三
～
大
二
・
一
・
二
一
）
に
出

て
く
る
、
洞
窟
に
す
む
化
け
物
は
、
元
寇
の
時
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
蒙
古
人
の
末
裔
で
あ
っ
た （

�）。

こ
こ
で
、
地
下
と
退
化
の
関
連
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
し
ば
し
ば
地
下
の
存
在
は
退
化
し
た
も
の
と
描
か
れ
る
。
「
飛

騨
の
怪
談
」
の
蒙
古
人
の
末
裔
は
、
も
は
や
文
明
人
と
し
て
の
知
性
を
失
い
、
原
始
人
の
よ
う
な
存
在
と
さ
れ
る
。
「
大
暗
黒
」
の
ア
ト

ラ
ン
テ
ィ
ス
人
も
、
地
下
の
暗
闇
の
中
で
、
眼
も
見
え
ず
、
か
つ
て
高
い
文
明
を
生
ん
だ
知
性
は
「
地
上
の
土
蛮
よ
り
も
蒙
昧
な
存
在
」

と
な
り
、
地
下
の
海
の
水
棲
生
物
に
お
び
え
て
暮
ら
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
進
化
論
や
進
歩
史
観
の
存
在
が
背
景
に
あ
る
。

こ
れ
ら
の
思
想
で
は
、
過
去
は
現
在
よ
り
遅
れ
た
・
劣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
地
下
が
過
去
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
地

下
が
地
上
の
現
在
よ
り
遅
れ
た
・
退
化
し
た
領
域
と
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
地
下
の
存
在
は
、
退
化
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ

る
。こ
れ
ら
は
人
間
で
あ
っ
た
が
、
よ
り
古
い
進
化
の
段
階
に
あ
る
生
物
も
作
品
に
は
登
場
す
る
。
そ
の
最
も
有
名
な
も
の
は
ジ
ュ
ー
ル
・

ヴ
ェ
ル
ヌ
の
「
地
底
旅
行
」
で
あ
る
。
火
口
か
ら
地
下
に
降
り
た
リ
デ
ン
ブ
ロ
ッ
ク
教
授
ら
は
地
下
の
海
で
古
代
の
魚
や
古
代
の
爬
虫
類

と
出
会
う
。
地
上
と
は
違
っ
た
進
化
を
た
ど
り
、
翼
を
持
っ
た
爬
虫
類
が
支
配
す
る
地
下
世
界
を
描
く
「
地
底
世
界
ペ
ル
シ
ダ
ー
」
も
、

現
存
す
る
古
代
爬
虫
類
の
世
界
を
描
く
も
の
で
あ
り
、
発
想
は
同
じ
で
あ
る
。

九
六
〇
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日
本
の
こ
う
し
た
作
品
と
し
て
は
、
久
生
十
蘭
の
「
地
底
獣
国
」（『
新
青
年
』
昭
一
四
・
八
～
九
）
が
あ
る
。
日
本
攻
撃
の
た
め
、
ソ

連
の
ロ
バ
ト
カ
山
か
ら
日
本
領
樺
太
に
ぬ
け
る
と
想
定
さ
れ
る
、
巨
大
な
溶
岩
ト
ン
ネ
ル
の
中
を
取
り
ぬ
け
る
探
検
隊
は
、
そ
こ
で
ジ
ュ

ラ
紀
の
恐
竜
プ
テ
ロ
ダ
ク
チ
ー
ル
や
ブ
ロ
ン
ト
サ
ウ
ル
ス
と
遭
遇
す
る
。
ア
イ
デ
ア
と
し
て
は
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
「
地
底
旅
行
」
と
コ
ナ
ン
・

ド
イ
ル
の
「
失
わ
れ
た
世
界
」
（
1
9
1
2）
を
あ
わ
せ
た
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
翻
訳
だ
が
、
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ラ
・
パ
テ
イ
ユ
作
葛
見
牧

夫
訳
の
「
地
底
の
大
魔
王
」（『
新
趣
味
』
大
一
一
・
七
）
は
ラ
ヴ
ク
ラ
フ
ト
の
「
狂
気
の
山
脈
に
て
」
を
思
わ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
人
類

以
前
に
高
度
な
文
明
で
地
球
を
支
配
し
た
「
キ
リ
ュ
ビ
ー
」
種
族
は
、
人
類
の
謀
反
に
会
い
、
今
は
地
下
に
自
分
た
ち
の
世
界
を
作
っ
て

生
存
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、
人
類
に
復
讐
の
攻
撃
を
し
よ
う
と
、
か
つ
て
地
上
に
存
在
し
、
今
は
絶
滅
し
た
恐
竜
や
巨
大
な
哺
乳
類
を
再

生
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

七

前
章
ま
で
見
て
き
た
の
は
、
す
で
に
自
然
の
中
に
地
下
世
界
が
存
在
し
、
そ
れ
を
探
査
し
、
発
掘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、

人
工
的
に
、
人
間
の
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
地
下
空
間
が
あ
る
。
人
工
空
間
と
し
て
の
地
下
も
、
自
然
の
中
に
掘
ら
れ
た
、
よ
り
自
然

の
近
い
も
の
と
、
完
全
に
全
て
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
章
で
は
、
前
者
で
あ
る
、
地
下
に
あ
る
資
源
を
得
る
た

め
に
掘
ら
れ
た
鉱
山
を
描
い
た
作
品
を
見
て
い
こ
う
と
思
う
。

幸
田
露
伴
の
「
佐
渡
ヶ
島
」（『
新
小
説
』
明
三
〇
・
一
）
に
も
、
金
鉱
内
の
簡
単
な
描
写
が
あ
る
が
、
明
治
期
の
小
説
で
、
鉱
山
内
の

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
六
一
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様
子
を
本
格
的
に
描
い
て
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
は
、
夏
目
漱
石
の
「
坑
夫
」（『
東
京
・
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
四
一
・
一
・
一
～
四
・
六
）

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
じ
れ
た
恋
愛
問
題
か
ら
家
を
飛
び
出
し
た
「
自
分
」
が
、
ポ
ン
引
き
に
声
を
か
け
ら
れ
、
言
わ
れ
る
が
ま
ま
に
山

に
入
る
。
彼
は
坑
夫
の
生
活
に
衝
撃
を
受
け
る
。
坑
道
に
降
り
る
が
、
健
康
診
断
で
気
管
支
炎
と
判
断
さ
れ
、
飯
場
の
帳
付
け
を
五
ヶ
月

し
た
の
ち
東
京
に
帰
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
漱
石
を
訪
ね
て
き
た
青
年
の
実
話
に
よ
る
と
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
。
作
品
の
後
半
で
は
、
は

ぐ
れ
た
主
人
公
が
、
迷
路
の
よ
う
な
暗
闇
の
坑
内
を
さ
ま
よ
う
場
面
が
続
く
。

同
じ
題
名
の
、
宮
嶋
資
夫
『
坑
夫
』
（
近
代
思
想
社
、
大
五
・
一
）
で
は
、
坑
夫
石
井
金
次
は
自
分
の
現
在
の
生
活
、
周
囲
の
無
気
力

さ
に
い
ら
だ
ち
、
強
姦
や
暴
力
な
ど
デ
ス
ペ
レ
ー
ト
な
行
動
を
つ
の
ら
せ
て
い
く
。
周
囲
か
ら
も
孤
立
し
た
金
次
は
、
喧
嘩
で
傷
つ
い
た

と
こ
ろ
を
リ
ン
チ
に
あ
っ
て
死
ぬ
。
鉱
山
の
現
状
を
描
い
た
こ
の
小
説
に
は
、
鉱
山
内
の
過
酷
な
労
働
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
の
作
品
で
も
、
坑
内
は
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
危
険
な
場
で
あ
り
、
劣
悪
な
労
働
の
現
場
で
あ
る
。
漱
石
の
「
坑
夫
」
で
迷
っ
た

主
人
公
が
出
会
っ
た
、
「
安
さ
ん
」
が
「
こ
こ
は
人
間
の
屑
が
抛
り
込
ま
れ
る
所
だ
。
全
く
人
間
の
墓
所
だ
。
生
き
て
葬
ら
れ
る
所
だ
。

一
度
踏
ん
込
ん
だ
ら
最
後
、
ど
ん
な
立
派
な
人
間
で
も
、
出
ら
れ
つ
こ
な
い
陥
穽
だ
」 （

�）と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
坑
内
で
働
く
と
い
う
こ

と
は
、
社
会
の
底
辺
に
落
ち
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
鉱
山
が
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
地
下
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
場
が
人

間
の
社
会
の
構
造
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鉱
山
は
近
代
産
業
を
支
え
る
底
辺
の
労
働
の
現
場
で
あ
り
、
利
潤
の
た

め
の
搾
取
の
現
場
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
お
い
て
鉱
山
は
、
い
わ
ば
近
代
の
社
会
と
産
業
が
生
み
出
し
た
「
地
獄
」
な
の
で
あ
る （

�）。

し
か
し
、
鉱
山
を
舞
台
と
し
、
こ
れ
を
通
し
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
漱
石
と
宮
嶋
で
は
大
き
く
違
う
。
漱
石
の
「
坑
夫
」

九
六
二
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で
描
か
れ
る
の
は
、
主
人
公
の
目
に
は
じ
め
て
映
っ
た
坑
内
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
人
公
に
と
っ
て
、
非
日
常
的
な
風
景
で
あ
り
、
あ
た
か

も
悪
夢
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
「
坑
夫
」
で
主
に
問
題
に
な
る
の
は
、
坑
内
の
風
景
を
見
る
主
人
公
の
内
面
で
あ
る
。
一
方
、

宮
嶋
の
『
坑
夫
』
で
は
、
坑
内
は
生
活
と
労
働
の
空
間
で
あ
る
。
掘
削
の
現
場
や
水
浸
し
の
坑
内
や
事
故
に
よ
る
死
が
、
そ
こ
で
働
く
も

の
の
立
場
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
鉱
山
の
非
人
間
的
な
状
況
を
、
作
品
は
社
会
の
問
題
と
し
て
告
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

鉱
山
は
こ
う
し
た
リ
ア
ル
な
描
か
れ
方
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
Ｓ
Ｆ
色
が
強
い
作
品
に
も
登
場
す
る
。
鉱
山
は
、
地

下
の
世
界
を
想
像
す
る
、
当
時
と
し
て
は
最
も
現
実
的
な
通
路
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
地
底
世
界
ペ
ル
シ
ダ
ー
」
で

は
、
主
人
公
た
ち
は
炭
鉱
の
た
め
の
掘
削
機
の
操
作
ミ
ス
で
地
下
世
界
へ
と
向
か
う
。
押
川
春
浪
の
「
千
年
後
の
世
界
」
で
も
、
金
山
の

坑
内
か
ら
地
下
世
界
に
い
た
る
空
洞
へ
と
落
ち
て
い
く
の
で
あ
る
。

通
路
と
し
て
で
は
な
く
、
炭
鉱
の
中
に
地
下
世
界
を
人
工
的
に
作
り
上
げ
る
物
語
も
あ
る
。
そ
れ
が
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
「
黒
い
イ
ン
ド
」

（
1
8
7
7）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
先
端
的
な
技
術
に
よ
っ
て
、
炭
鉱
内
に
一
つ
の
都
市
を
作
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
作
品
は
明
治
二
一
年
九

月
四
日
か
ら
一
〇
月
二
八
日
ま
で
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
「
炭
鉱
秘
事
」
と
し
て
森
田
思
軒
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

他
に
も
小
栗
虫
太
郎
「
地
軸
二
万
哩
」（『
新
青
年
』
昭
一
五
・
八
）
で
は
、
地
下
の
油
田
を
め
ぐ
っ
て
探
検
家
折
竹
孫
七
は
ソ
連
の
ス

パ
イ
と
戦
う
。
大
泉
黒
石
の
「
青
白
き
屍
」（『
新
小
説
』
大
八
・
一
一
）
は
、
塩
坑
の
中
で
、
脱
獄
囚
が
生
き
て
い
る
時
の
ま
ま
の
姿
で

塩
の
像
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
、
ホ
フ
マ
ン
の
「
フ
ァ
ー
ル
ン
の
鉱
山
」
を
連
想
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
た
だ
、
塩
坑
と
は
い
っ
て
も
、

こ
の
作
品
で
は
人
工
的
に
掘
削
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
特
に
意
味
を
持
た
ず
、
自
然
の
洞
窟
と
変
わ
り
は
な
い
。

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
六
三
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八

鉱
山
は
人
工
的
な
地
下
で
は
あ
っ
た
が
、
大
地
の
中
を
掘
る
こ
と
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
そ
の
空
間
の
ほ
と
ん
ど
は
自
然
の

土
で
出
来
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
全
体
が
完
全
に
人
工
的
に
作
ら
れ
た
地
下
世
界
が
あ
る
。

完
全
な
人
工
空
間
は
大
き
く
二
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
一
つ
は
、
現
在
の
都
市
の
真
下
に
作
ら
れ
た
、
現
実
の
都
市
の
イ
ン
フ
ラ
を
背
景

に
し
た
地
下
世
界
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
下
水
道
と
地
下
鉄
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
Ｓ
Ｆ
的
な
完
全
に
架
空
の
地
下
で
あ
る
。
以
下
、

八
章
と
九
章
で
は
、
前
者
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

都
市
の
地
下
と
い
う
こ
と
で
注
目
し
た
い
の
は
場
所
で
あ
り
、
そ
の
位
置
の
問
題
で
あ
る
。
洞
窟
や
鉱
山
は
都
市
か
ら
離
れ
た
場
に
存

在
し
て
い
る
。
地
下
世
界
は
、
都
市
の
生
活
か
ら
隔
離
さ
れ
た
、
外
側
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
技
術
の
発
展
と
と
も
に
登
場
し
た
地
下
鉄

や
下
水
道
に
よ
っ
て
、
地
下
は
都
市
の
日
常
生
活
の
内
側
に
成
立
す
る
。
地
下
が
都
市
の
外
に
あ
っ
た
と
き
は
両
者
の
領
域
は
截
然
と
切

り
離
さ
れ
て
い
た
が
、
地
下
鉄
や
下
水
道
と
し
て
内
側
に
成
立
し
た
こ
と
で
、
両
者
は
重
な
り
合
う
の
で
あ
る
。

場
の
変
化
は
、
地
下
の
意
味
の
変
化
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
下
が
他
界
で
は
な
く
、
都
市
の
延
長
と
し
て
日
常
生
活
の
空
間
の
一
部

と
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
は
、
地
下
と
い
う
地
上
と
は
違
う
世
界
が
、
自
分
た
ち
の
生
活
し
て
い
る
す
ぐ
そ
ば
に
、

い
つ
も
存
在
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
気
づ
い
て
い
な
い
都
市
の
死
角
、
不
可
視
の
領
域
と
し
て
存
在
し
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
を
不
意
打

ち
す
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
地
下
世
界
が
文
学
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
歴
史
的
に
あ
る
時
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
洞
窟
や
地
下

九
六
四
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世
界
を
舞
台
と
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
江
戸
か
ら
現
在
ま
で
変
わ
る
こ
と
な
く
描
か
れ
て
き
て
い
る
。
鉱
山
は
、
竪
坑
等
の
鉱
山
技
術
の

発
展
し
た
明
治
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。
地
下
鉄
や
下
水
道
は
、
明
治
期
に
お
い
て
は
ま
だ
外
国
や
未
来
の
技
術
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
に
過
ぎ
な
い
。
大
正
に
な
っ
て
、
こ
れ
ら
は
今
現
在
の
日
本
の
風
景
と
し
て
作
品
の
中
に
登
場
す
る
。
下
水
道
と
地
下
鉄
、
そ
れ
ぞ
れ

見
て
い
こ
う
。

今
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
、
明
治
期
に
は
ま
だ
下
水
道
は
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
翻
訳
で
は
す
で
に
有
名
な
、
黒
岩
涙
香
訳
の

「
噫
無
情
」（『
万
朝
報
』
明
三
五
・
一
〇
・
八
～
三
六
・
八
・
二
二
）
が
あ
る （

�）。
こ
の
作
中
に
は
、
革
命
の
戦
火
の
中
、
ジ
ャ
ン
バ
ル
ジ
ャ

ン
が
コ
ゼ
ッ
ト
の
恋
人
マ
リ
ユ
ス
を
背
負
っ
て
地
下
の
下
水
道
の
中
を
逃
走
す
る
印
象
的
な
場
面
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
の
舞
台

は
外
国
で
あ
っ
た
。

大
正
の
後
半
に
な
っ
て
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
日
本
の
中
で
、
下
水
道
を
主
な
出
来
事
の
舞
台
と
す
る
小
説
が
出
て
く
る

よ
う
に
な
る
。
創
作
で
、
下
水
道
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
が
、
角
田
喜
久
雄
の
「
下
水
道
」（『
発
狂
』（
聚
栄
閣
、
大
十
五
・
一
二
）

所
収
） （

�）で
あ
る
。
事
故
で
下
水
道
の
中
に
落
ち
さ
ま
よ
う
女
性
が
、
下
水
の
汚
濁
の
中
で
、
失
踪
し
た
恋
人
が
狂
っ
た
父
に
よ
っ
て
人
工

的
に
生
か
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
。
醜
い
姿
で
生
き
る
恋
人
と
発
狂
し
た
父
、
そ
し
て
必
然
性
な
く
大
雨
の
中
で
全
裸
に
な
る
女
性

な
ど
、
エ
ロ
グ
ロ
趣
味
の
強
い
作
品
で
あ
る
。
関
東
大
震
災
前
後
の
下
水
道
の
整
備
が
、
現
実
の
東
京
の
中
で
の
こ
う
し
た
物
語
の
想
像

を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
蘭
郁
二
郎
の
「
地
底
の
鬼
」（『
小
学
六
年
生
』
昭
一
二
・
一
〇
～
一
二
）
で
は
、
神
出
鬼
没
の
盗
賊
、
実
は
Ｒ
国

の
ス
パ
イ
団
は
東
京
中
に
通
じ
て
い
る
下
水
道
を
使
っ
て
警
察
か
ら
逃
れ
、
盗
み
を
繰
り
返
す （

�）。

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）
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ま
た
、
久
生
十
蘭
の
「
魔
都
」（『
新
青
年
』
昭
一
二
・
一
〇
～
一
三
・
一
〇
）
で
は
、
東
京
の
地
下
に
江
戸
時
代
の
大
伏 ふ
せ樋 ど

（
水
道
管
）

が
縦
横
に
走
っ
て
い
る
と
さ
れ
、
そ
こ
を
舞
台
に
安
南
国
の
王
子
と
巨
大
ダ
イ
ヤ
「
帝
王
」
の
行
方
を
め
ぐ
っ
て
虚
々
実
々
の
駆
け
引
き

が
展
開
さ
れ
る
。
久
生
の
こ
の
作
品
は
、
探
偵
役
の
真
名
古
警
部
が
ジ
ャ
ン
バ
ル
ジ
ャ
ン
を
追
う
ジ
ャ
ヴ
ェ
ー
ル
に
比
べ
ら
れ
、
大
伏
樋

は
「
巴
里
市
の
暗 エ

渠 グ

道 ウ

」
に
も
劣
ら
な
い
複
雑
さ
と
さ
れ
る
な
ど
、
明
ら
か
に
「
噫
無
情
」
を
意
識
し
た
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
主
要
人
物
の
一
人
古
市
加
十
が
地
下
を
さ
ま
よ
う
と
こ
ろ
で
は
「
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
リ
ミ
ウ
ス
の
地
下
世
界
へ
の
旅
」
へ
の

言
及
も
あ
る
。
そ
う
し
た
先
行
作
品
の
影
響
に
加
え
て
、
東
京
を
舞
台
と
す
る
こ
う
し
た
物
語
の
背
景
に
は
、
下
水
道
を
め
ぐ
る
現
実
の

東
京
の
地
下
空
間
の
変
化
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る （

�）。

下
水
道
以
上
に
都
市
の
地
下
を
大
き
く
変
え
た
の
が
地
下
鉄
で
あ
る
。
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
、
明
治
期
に
も
地
下
鉄
の
登
場
す
る
小

説
が
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
同
時
代
の
日
本
の
話
で
は
な
い
。
預
言
子
『
地
下
鉄
道
の
女
賊
』
（
駸
々
堂
、
明
三
二
・
一
）
で
は
、

地
下
鉄
の
中
の
泥
棒
が
出
て
く
る
が
、
舞
台
は
未
来
の
大
阪
の
地
下
鉄
で
あ
る
。
硯
岳
樵
夫
『
文
明
世
界
宇
宙
之
舵
蔓
』（
榊
原
友
吉
、

明
二
〇
・
一
二
）
で
は
、
月
世
界
で
の
話
で
あ
る
。
明
治
期
の
日
本
で
は
、
地
下
鉄
は
ま
だ
想
像
の
交
通
機
関
で
あ
っ
た
。

地
下
鉄
が
始
め
て
開
通
し
た
の
は
、
昭
和
二
年
の
一
二
月
三
〇
日
、
上
野
浅
草
間
で
あ
る
。
昭
和
九
年
六
月
に
は
、
銀
座
新
橋
間
が
開

通
し
、
浅
草
と
銀
座
が
十
四
分
・
十
五
銭
で
結
ば
れ
る
。
地
下
鉄
は
、
当
時
最
先
端
の
モ
ダ
ン
な
風
景
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
地
下
鉄
に
乗

れ
ば
松
屋
や
高
島
屋
な
ど
の
デ
パ
ー
ト
に
も
簡
単
に
行
く
こ
と
が
出
来
た （

�）。
地
下
は
、
暗
く
、
危
険
で
、
非
日
常
的
な
空
間
で
は
な
く
、

明
る
く
て
、
人
々
が
安
全
に
行
き
来
し
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
を
楽
し
む
場
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

九
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こ
れ
を
反
映
し
、『
近
代
生
活
』
と
い
っ
た
雑
誌
に
は
、
地
下
鉄
を
題
材
と
し
た
、
明
る
い
、
洒
落
た
コ
ン
ト
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

「
七
日
間
の
メ
ト
ロ
」
と
い
う
小
特
集
（
昭
五
・
七
）
に
は
、
地
下
鉄
の
中
で
の
映
画
女
優
と
雑
誌
記
者
の
会
話
を
ト
書
き
風
に
書
い
た

飯
島
正
の
「
声
の
七
日
間
」
や
、
地
下
鉄
を
使
っ
た
デ
ー
ト
を
描
い
た
岡
田
三
郎
の
「
七
日
間
の
メ
ト
ロ
」
な
ど
が
あ
る
。
福
田
清
人

「
地
下
道
」（
昭
五
・
八
）
は
「
新
宿
駅
の
地
下
道
」
で
、
か
つ
て
ほ
の
か
な
思
い
を
寄
せ
て
い
た
女
性
と
ほ
ん
の
少
し
だ
け
再
会
す
る
と

い
う
話
で
あ
る
。
一
方
で
、
中
本
た
か
子
「
地
下
鉄
」
（
『
恐
慌
』
（
塩
川
書
房
、
昭
五
・
五
）
所
収
）
の
よ
う
に
、
モ
ダ
ン
な
地
下
鉄
の

裏
面
に
目
を
向
け
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
品
も
あ
る （

�）。

地
下
鉄
と
エ
ン
タ
テ
イ
メ
ン
ト
的
な
空
想
を
結
び
つ
け
た
の
が
、
江
戸
川
乱
歩
の
「
大
暗
室
」（『
キ
ン
グ
』
昭
一
一
・
一
二
～
一
三
・

六
）
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
悪
党
大
曾
根
五
郎
に
よ
っ
て
、
東
京
の
真
下
に
「
パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
」
さ
な
が
ら
の
地
下
空
間
が
作
ら
れ

る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
大
曾
根
は
地
下
か
ら
地
上
の
あ
ち
こ
ち
の
施
設
に
爆
発
装
置
を
取
り
付
け
た
と
、
東
京
市
民
を
脅
迫
す
る
。
荒

唐
無
稽
な
物
語
だ
が
、
「
パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
応
の
現
実
的
な
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
。
大
曾
根
は
、
こ

の
パ
ノ
ラ
マ
を
「
地
下
鉄
道
の
第
一
期
の
工
事
」
を
請
け
負
っ
て
い
た
会
社
か
ら
誘
拐
し
た
技
師
を
使
っ
て
作
っ
た
の
で
あ
る
。

海
野
十
三
「
地
中
魔
」（『
少
年
倶
楽
部
』
昭
八
・
七
～
一
二
）
に
も
同
様
の
発
想
が
み
ら
れ
る （

�）。
こ
の
作
品
で
は
、
強
盗
紳
士
「
岩
」

が
、
地
下
鉄
会
社
が
ド
イ
ツ
か
ら
購
入
し
た
掘
削
機
で
あ
る
地
底
機
関
車
を
盗
み
、
地
下
に
自
ら
の
基
地
を
作
り
、
地
下
か
ら
銀
行
の
金

庫
に
あ
る
現
金
を
強
奪
す
る
。
そ
し
て
、
日
本
銀
行
を
陥
没
さ
せ
て
金
を
奪
お
う
と
す
る
が
、
い
さ
さ
か
間
の
抜
け
た
こ
と
に
、
東
京
百

貨
店
を
間
違
っ
て
地
下
に
陥
没
さ
せ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
六
七
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両
作
品
と
も
、
地
下
と
い
う
都
市
の
死
角
を
拠
点
に
、
経
済
と
社
会
の
中
心
で
あ
る
東
京
を
攻
撃
す
る
。
地
下
鉄
の
登
場
が
現
在
の
東

京
の
真
下
に
あ
る
巨
大
な
地
下
世
界
と
い
う
想
像
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

九

前
章
ま
で
は
、
地
下
世
界
を
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
論
じ
て
き
た
。
本
章
で
は
、
少
し
方
針
を
変
え
、
二
人
の
作
家
の
地
下
世

界
を
比
較
し
、
そ
の
地
下
世
界
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
現
在
の
都
市
の
地
下
を
描
い
た
代
表
的
な
作
家
で
あ
る
、

江
戸
川
乱
歩
と
久
生
十
蘭
で
あ
る
。
両
者
と
も
、
都
市
の
死
角
と
し
て
の
地
下
を
描
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
地
下
世
界
の
性
質
が
両
者
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
乱
歩
の
地
下
が
個
人
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
十
蘭
は
い
わ
ば
社
会
的
な
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
作
品
を
あ
げ
て
具
体
的
に
論
じ
て
い
こ
う
。

最
初
に
乱
歩
か
ら
は
じ
め
よ
う
と
思
う
。
東
京
の
地
下
に
自
ら
の
帝
国
を
作
る
「
大
暗
室
」
は
、
東
京
を
攻
撃
対
象
と
す
る
設
定
に
よ
っ

て
社
会
的
な
批
評
性
を
帯
び
る
も
の
の
、
根
本
的
に
は
、
悪
党
大
曾
根
龍
次
の
個
人
的
な
理
想
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
作
品
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
乱
歩
の
作
品
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
地
下
は
、
自
分
の
た
め
だ
け
に
作
っ
た
、
自
ら
が
閉
じ
こ
も
る
、
心
地
よ
い
理
想
の
空
間

で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
地
上
の
常
識
的
世
界
で
は
禁
じ
ら
れ
た
欲
望
が
解
放
さ
れ
る
。
「
盲
獣
」
（
『
朝
日
』
昭
六
・
二
～
七
・
三
）
の
地

下
室
は
、
ゴ
ム
で
巧
妙
に
作
ら
れ
た
女
性
の
各
部
分
が
、
手
首
な
ら
手
首
、
鼻
な
ら
鼻
、
目
な
ら
目
と
、
そ
の
部
分
だ
け
が
か
た
め
ら
れ

て
、
天
井
も
壁
も
床
も
、
全
体
を
覆
っ
て
い
る
部
屋
で
あ
っ
た
。
そ
の
地
下
室
の
中
で
、
目
の
見
え
な
い
殺
人
鬼
が
女
性
を
次
々
と
監
禁

九
六
八
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し
て
関
係
を
持
ち
、
そ
の
後
死
体
を
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
東
京
中
に
ば
ら
撒
く
の
で
あ
る
。
「
黒
蜥
蜴
」
（
『
日
の
出
』
昭
九
・
一
～
一
二
）

の
東
京
の
埋
立
地
の
地
下
に
あ
る
秘
密
ア
ジ
ト
に
は
、
女
賊
黒
蜥
蜴
が
こ
れ
ま
で
盗
ん
だ
宝
石
や
美
術
品
、
そ
し
て
、
彼
女
が
美
し
い
と

思
っ
た
男
女
が
殺
さ
れ
て
剥
製
に
さ
れ
て
陳
列
さ
れ
て
い
た
。
戦
後
の
「
影
男
」
（
『
面
白
倶
楽
部
』
昭
三
〇
・
一
～
一
二
）
は
、
「
大
暗

室
」
と
「
盲
獣
」
を
結
び
付
け
た
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。

自
ら
閉
じ
こ
も
っ
た
地
下
世
界
は
、
い
わ
ば
自
分
の
個
室
で
あ
る
。
一
人
部
屋
の
中
に
閉
じ
こ
も
り
、
部
屋
を
自
分
の
好
み
の
も
の
で

満
た
し
、
他
人
に
は
見
せ
ら
れ
な
い
楽
し
み
に
ふ
け
る
。
そ
れ
を
示
す
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
地
下
は
一
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。

「
大
暗
室
」
や
「
黒
蜥
蜴
」
に
、
部
下
が
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
世
界
を
構
想
し
た
の
が
一
人
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
地
下
は

巨
大
化
し
た
部
屋
な
の
で
あ
る （

�）。

禁
じ
ら
れ
た
欲
望
が
開
放
さ
れ
る
の
は
、
都
市
の
、
自
ら
閉
じ
こ
も
っ
た
空
間
だ
け
で
は
な
い
。
「
闇
に
蠢
く
」
で
は
、
主
人
公
野
崎

は
、
も
う
一
人
と
と
も
に
殺
人
鬼
植
村
に
よ
っ
て
洞
窟
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
追
い
つ
め
ら
れ
た
二
人
は
、
飢
え
の
あ
ま
り
、
洞
窟
に
あ
っ

た
女
の
死
体
を
食
べ
る
。
そ
の
後
植
村
は
、
愛
す
る
女
を
食
べ
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
孤
島
の
鬼
」
で
は
、
主
人
公
の

箕
浦
は
自
分
の
恋
人
を
殺
し
た
犯
人
が
人
工
的
に
障
害
者
を
作
っ
て
い
た
こ
と
を
突
き
止
め
る
が
、
友
人
の
諸
戸
と
と
も
に
洞
窟
に
閉
じ

込
め
ら
れ
る
。
諸
戸
は
以
前
か
ら
箕
浦
に
同
性
愛
的
愛
情
を
抱
い
て
お
り
、
絶
望
的
状
況
の
中
で
、
自
暴
自
棄
に
な
っ
て
関
係
を
迫
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
都
会
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
自
然
の
地
下
空
間
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
と
い
う
状
況
の
中
で
、
登
場
人
物
た

ち
は
自
ら
の
欲
望
を
発
現
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
六
九
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「
闇
に
蠢
く
」
や
「
孤
島
の
鬼
」
で
、
登
場
人
物
は
、
欲
望
を
発
現
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
生
き
埋
め
の
恐
怖
を
経
験
す
る
。
こ
こ
に
、

乱
歩
の
地
下
の
も
う
一
つ
の
側
面
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
死
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
空
間
と
し
て
の
地
下
で
あ
る
。
登
場
人
物

た
ち
は
、
地
下
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
、
そ
こ
で
自
分
の
死
と
直
面
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
恐
怖
を
描
い
た
作
品
と
し
て
、
「
魔
術
師
」
（
『
講
談
倶
楽
部
』
昭
五
・
七
～
六
・
五
）
、
「
悪
魔
の
紋
章
」
（
『
日
の
出
』
昭
一

二
・
九
～
一
三
・
一
〇
）、「
暗
黒
星
」（『
講
談
倶
楽
部
』
昭
一
四
・
一
～
一
二
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
い
ず
れ
も
東
京
及
び
そ
の

近
郊
を
舞
台
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
復
讐
を
誓
う
犯
人
が
、
被
害
者
を
地
下
室
に
監
禁
し
、
そ
こ
で
過
去
の
罪
を
告
発
し
、

生
き
た
ま
ま
の
埋
葬
や
水
責
め
な
ど
で
殺
そ
う
と
す
る
と
い
う
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
展
開
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
闇
に
蠢

く
」
や
「
孤
島
の
鬼
」
と
同
様
に
、
地
下
と
は
死
の
恐
怖
の
空
間
で
あ
る
。
翻
案
だ
が
、
「
白
髪
鬼
」
（
『
富
士
』
昭
六
・
四
～
七
・
四
）

も
、
生
き
た
ま
ま
墓
に
葬
ら
れ
る
物
語
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
で
あ
る
。
エ
ッ
セ
イ
「
吸
血
鬼
」（『
大
衆
文
芸
』
大
一
五
・
一
一
）
で
、

生
き
た
ま
ま
の
埋
葬
へ
の
恐
怖
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
発
想
の
マ
ン
ネ
リ
化
と
い
う
側
面
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
彼
の
固
執
し
た

テ
ー
マ
の
一
つ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
乱
歩
に
と
っ
て
地
下
と
は
閉
じ
こ
も
る
、
ま
た
は
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
、
と
い
う
閉
鎖
空
間
で
あ
り
、
地
下
と
い
う
閉

鎖
空
間
へ
の
恐
怖
と
魅
惑
が
描
か
れ
て
い
る
。
乱
歩
作
品
に
お
け
る
閉
鎖
空
間
は
地
下
に
限
ら
な
い
。
個
人
の
理
想
空
間
は
「
パ
ノ
ラ
マ

島
綺
譚
」
が
有
名
で
あ
り
、
閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
へ
の
恐
怖
は
、
「
お
勢
登
場
」
等
の
作
品
が
あ
る
。
地
下
へ
の
偏
愛
は
、
閉
鎖
空
間

へ
の
執
着
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。

九
七
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こ
う
し
た
地
下
の
中
で
、
登
場
人
物
は
自
ら
の
禁
じ
ら
れ
た
欲
望
を
解
放
さ
せ
、
自
分
自
身
の
死
と
直
面
す
る
。
い
ず
れ
の
場
合
で
も

描
か
れ
た
の
は
個
人
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
乱
歩
が
地
下
を
通
し
て
描
い
た
の
は
、
個
人
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
久
生
十
蘭
の
地
下
世
界
は
対
照
的
で
あ
る
。
十
蘭
の
地
下
は
、
閉
鎖
空
間
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
し
て
い

る
中
で
は
気
づ
く
こ
と
の
な
い
、
突
然
開
い
た
抜
け
道
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
は
複
数
の
人
が
交
錯
す
る
場
で
あ
る
。「
魔
都
」
で
は
、

東
京
の
地
下
に
迷
路
の
よ
う
に
広
が
る
江
戸
時
代
の
大
伏
樋
を
使
っ
て
、
日
本
、
安
南
、
安
南
国
内
の
皇
帝
派
と
反
皇
帝
派
、
財
閥
、
や

く
ざ
、
警
察
、
新
聞
な
ど
い
く
つ
も
の
勢
力
が
激
し
く
交
錯
す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
全
て
秘
密
の
う
ち
に
進
行
し
て
お
り
、
市
民
の
日

常
に
は
何
の
変
化
も
な
く
、
だ
れ
も
何
も
気
づ
い
て
い
な
い
。
最
後
の
、
ダ
イ
ヤ
を
盗
ん
だ
や
く
ざ
を
警
察
が
殲
滅
す
る
激
し
い
銃
撃
戦

も
、
市
民
に
そ
の
真
実
は
告
げ
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
都
市
の
日
常
生
活
で
は
見
え
な
い
、
隠
さ
れ
た
社
会
の
姿
を
地
下
は
象
徴
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

「
地
底
獣
国
」
も
、
わ
れ
わ
れ
の
気
づ
か
な
い
う
ち
に
進
行
し
て
い
る
危
機
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
下
に
恐
竜
が
い
る
と

い
う
Ｓ
Ｆ
的
作
品
で
あ
る
が
、
恐
竜
た
ち
が
生
息
す
る
地
下
は
、
ソ
連
が
日
本
を
秘
密
裏
に
攻
撃
す
る
た
め
の
通
路
と
し
て
使
わ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
、
十
蘭
の
地
下
世
界
の
特
徴
は
地
下
で
暗
躍
す
る
の
が
個
人
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
集
団
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。「
地
底
獣
国
」
に
は
、
日
本
と
ソ
連
の
対
立
が
あ
る
。「
魔
都
」
で
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
日
本
や
安
南
、
や
く
ざ
や
警
察
、

な
ど
様
々
な
組
織
同
士
の
対
立
と
駆
け
引
き
が
描
か
れ
る
。
安
南
の
宗
主
国
フ
ラ
ン
ス
を
含
め
た
三
国
間
の
緊
張
さ
え
生
じ
か
ね
な
い
状

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
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況
で
あ
る
。

乱
歩
の
地
下
は
閉
鎖
空
間
で
あ
り
、
そ
こ
で
個
人
の
恐
怖
と
欲
望
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
十
蘭
の
地
下
は
、
様
々
な
人
が
行
き

か
い
、
不
意
打
ち
を
食
ら
わ
し
、
隠
れ
、
陰
謀
を
め
ぐ
ら
す
、
開
か
れ
た
空
間
で
あ
る
。
そ
こ
で
様
々
な
人
間
、
国
家
、
組
織
の
複
雑
な

利
益
が
絡
み
合
う
。
十
蘭
の
地
下
は
、
人
間
相
互
、
国
家
相
互
の
関
係
を
描
い
た
政
治
社
会
の
場
な
の
で
あ
る
。

一
〇

九
章
は
、
乱
歩
と
十
蘭
の
地
下
世
界
が
、
都
市
の
死
角
を
描
く
と
い
う
点
で
は
共
通
だ
が
、
そ
の
世
界
が
個
人
的
で
あ
る
か
社
会
的
で

あ
る
か
と
い
う
点
で
そ
の
方
向
を
大
き
く
異
に
し
て
い
る
こ
と
を
み
た
。
こ
の
章
で
は
再
び
地
下
世
界
の
分
類
を
行
っ
て
い
こ
う
と
思
う
。

八
章
及
び
九
章
で
は
、
完
全
な
人
工
の
地
下
空
間
を
二
つ
に
分
類
し
た
う
ち
の
一
つ
、
現
在
の
都
市
の
地
下
を
描
い
た
作
品
を
見
た
。

そ
れ
ら
は
、
空
想
的
だ
が
、
下
水
道
や
当
時
東
京
の
地
下
を
走
り
始
め
た
地
下
鉄
と
い
う
現
実
的
基
盤
を
持
っ
て
い
た
。
次
に
見
る
の
は
、

も
う
一
つ
の
完
全
な
人
工
の
地
下
空
間
、
今
現
在
に
は
存
在
し
な
い
、
全
く
の
架
空
の
地
下
空
間
で
あ
る
。
自
然
の
地
下
が
過
去
の
蓄
積

の
場
と
な
り
、
洞
窟
や
鉱
山
、
地
下
鉄
、
下
水
道
が
現
在
を
描
い
た
の
に
対
し
、
完
全
に
架
空
の
地
下
の
人
工
世
界
は
、
い
ま
だ
実
現
し

て
い
な
い
、
科
学
技
術
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
未
来
を
描
い
た
地
下
で
あ
る
。

完
全
な
人
工
空
間
は
し
ば
し
ば
破
滅
Ｓ
Ｆ
に
見
ら
れ
る
設
定
で
あ
る
。
シ
モ
ン
・
ニ
ュ
ー
コ
ム
著
黒
岩
涙
香
訳
「
暗
黒
星
」（『
万
朝
報
』

明
三
七
・
五
・
六
～
二
五
）
で
は
、
暗
黒
星
の
接
近
に
よ
る
地
球
の
滅
亡
を
ま
ぬ
か
れ
る
た
め
、
人
類
は
地
下
に
シ
ェ
ル
タ
ー
を
作
る
。

九
七
二
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タ
ル
ド
著
田
邊
壽
利
訳
『
未
来
史
の
断
片
』
（
不
及
社
、
大
一
四
・
二
）
の
破
滅
は
太
陽
の
冷
却
に
よ
る
、
氷
河
期
の
到
来
で
あ
る
。
こ

こ
で
も
、
人
類
は
地
下
世
界
を
新
た
な
生
活
の
場
と
し
て
選
ぶ
の
で
あ
る （

�）。

も
ち
ろ
ん
、
完
全
な
人
工
空
間
と
し
て
の
地
下
が
登
場
す
る
の
は
破
滅
Ｓ
Ｆ
に
限
ら
な
い
。
海
野
十
三
「
深
夜
の
市
長
」（『
新
青
年
』

昭
一
一
・
二
～
六
）
で
は
、
夜
の
東
京
を
支
配
す
る
「
深
夜
の
市
長
」
の
拠
点
の
一
つ
と
し
て
、
夜
間
の
間
だ
け
伸
び
る
、
昼
は
地
下
に

隠
さ
れ
た
巨
大
な
塔
が
登
場
す
る
。
謎
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
秘
密
基
地
で
あ
る
。
同
じ
く
海
野
の
「
地
底
の
散
歩
者
」

（『
モ
ダ
ン
日
本
』
昭
一
四
・
五
）
で
は
、
あ
る
大
金
持
ち
が
、
穴
を
掘
る
と
同
時
に
セ
メ
ン
ト
で
固
め
て
い
く
と
い
う
「
地
底
車
」
を
使
っ

て
あ
ち
こ
ち
に
地
下
道
を
作
る
が
、
某
国
の
地
底
戦
車
と
出
会
い
、
命
を
失
う
。
延
原
健
、
吉
岡
龍
次
、
海
野
十
三
、
角
田
喜
久
雄
、
横

溝
正
史
ら
に
よ
る
合
作
「
諏
訪
未
亡
人
」（『
新
青
年
』
昭
七
・
二
）
に
も
東
京
の
地
下
の
秘
密
基
地
が
登
場
す
る
。
露
国
か
ら
帰
っ
て
き

た
「
ま
ん
だ
ら
蜘
蛛
」
を
バ
ッ
ク
に
持
つ
大
迫
が
、
東
京
の
地
下
に
広
大
な
地
下
街
を
作
り
、
そ
こ
を
拠
点
に
反
乱
を
起
こ
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

よ
り
Ｓ
Ｆ
色
が
強
い
、
高
度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
地
下
世
界
を
題
材
に
し
た
の
が
、
蘭
郁
二
郎
で
あ
る
。

「
地
底
大
陸
」
（
『
小
学
六
年
生
』
昭
一
三
・
四
～
一
四
・
三
）
の
、
イ
ン
カ
の
末
裔
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
、
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
南
米
に
わ
た

る
地
下
帝
国
は
、
空
気
鉄
道
、
水
中
鉄
艦
、
超
光
線
透
視
器
な
ど
の
空
想
的
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
満
ち
て
い
る （

�）。
「
地
底
人
間
」
（
『
北
海

道
コ
ド
モ
新
聞
』
、
昭
一
六
・
一
一
・
四
～
一
七
・
一
・
九
）
で
、
坑
山
の
穴
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
少
年
た
ち
は
、
一
人
の
老
研
究
者
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
地
底
国
、
地
底
研
究
所
に
助
け
ら
れ
る
。
地
底
の
国
に
は
、
機
械
人
間
や
電
気
に
よ
っ
て
動
く
廊
下
が
あ
り
、
人
工

地
下
世
界
の

近
代
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太
陽
燈
に
よ
っ
て
地
上
と
同
じ
よ
う
な
状
態
が
保
た
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
へ
の
素
朴
な
賛
美
に
満
ち
た
、
明
る
い
地
下

世
界
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
で
と
り
あ
げ
た
作
品
は
、
未
来
を
描
い
た
Ｓ
Ｆ
と
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。
未
来
を
舞
台
と
し
つ
つ
も
こ
れ
ら
の
作
品
が
描

こ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
作
品
が
書
か
れ
た
現
在
の
問
題
で
あ
る
。
単
純
に
成
立
背
景
と
し
て
も
、「
深
夜
の
市
長
」
や
「
諏
訪
未
亡
人
」

な
ど
の
、
東
京
と
い
う
都
市
の
真
ん
中
に
完
全
な
人
工
の
地
下
空
間
を
作
り
上
げ
る
と
い
う
物
語
の
登
場
す
る
背
後
に
は
、
直
接
的
に
地

下
鉄
や
下
水
道
が
出
て
こ
な
い
も
の
の
、
八
章
で
の
べ
た
よ
う
な
都
市
の
地
下
の
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で

は
、
国
内
の
階
級
対
立
及
び
日
本
の
対
外
的
緊
張
と
い
っ
た
問
題
と
地
下
世
界
の
関
連
に
注
目
し
よ
う
と
思
う
。

ま
ず
一
つ
目
の
問
題
か
ら
取
り
上
げ
よ
う
。
し
ば
し
ば
地
下
は
階
級
社
会
を
表
象
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
。
地
上
と
地
下
が
、
抑

圧
と
被
抑
圧
の
関
係
に
比
せ
ら
れ
、
地
下
に
社
会
の
中
で
抑
圧
さ
れ
た
階
級
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
鉱
山
に
つ
い
て
述
べ
た
章

で
こ
う
し
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
同
じ
こ
と
が
未
来
Ｓ
Ｆ
で
も
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

西
洋
で
、
地
下
に
被
抑
圧
階
級
を
配
し
た
有
名
な
作
品
は
、
ウ
エ
ル
ズ
の
「
タ
イ
ム
マ
シ
ン
」（
1
8
9
5）
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
で
は
、

Ｓ
Ｆ
的
設
定
を
通
し
て
、
資
本
家
と
労
働
者
の
対
立
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
「
タ
イ
ム
マ
シ
ン
」
の
八
十
万
年
後
の
世
界
で
は
、
両

者
の
対
立
の
結
果
、
労
働
者
階
級
は
地
下
に
住
み
、
す
で
に
地
上
の
人
間
と
は
違
う
種
に
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
皮
肉
な
こ

と
に
、
地
上
の
も
と
の
資
本
家
た
ち
エ
ロ
イ
は
、
地
下
の
人
類
モ
ー
ロ
ッ
ク
の
え
さ
と
し
て
、
そ
の
存
在
に
お
び
え
て
生
き
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。「
タ
イ
ム
マ
シ
ン
」
は
日
本
で
は
、
涙
香
に
よ
っ
て
『
万
朝
報
』（
大
二
・
二
・
二
五
～
六
・
二
〇
）
に
「
文
明
奇
談
八
十
万
年

九
七
四
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後
の
社
会
」
と
し
て
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
階
級
社
会
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
地
下
を
描
い
た
の
が
、
佐
藤
春
夫
の
「
の
ん
し
ゃ
ら
ん
記
録
」（『
改
造
』
昭
四
・
一
）
で
あ

る
。
佐
藤
の
描
く
未
来
都
市
で
は
、
居
住
空
間
が
地
上
数
十
階
か
ら
地
下
三
百
メ
ー
ト
ル
の
何
十
階
と
も
知
れ
な
い
最
下
層
階
に
分
か
れ
、

社
会
的
ス
テ
イ
タ
ス
に
対
応
し
て
い
る
。
地
下
の
劣
悪
な
居
住
空
間
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
た
人
々
は
、
政
府
の
過
剰
人
口
調
整
の
た
め

植
物
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
最
後
に
そ
の
植
物
が
吸
血
植
物
と
な
り
地
上
の
人
々
を
襲
い
始
め
る
と
こ
ろ
で
物
語
は
終
わ
る
。

こ
う
し
た
発
想
は
、
昭
和
三
年
十
一
月
に
、
映
画
の
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
の
秦
豊
吉
に
よ
る
訳
が
『
世
界
大
衆
文
学
全
集
』
第
一
五
巻
と
し
て

改
造
社
か
ら
出
版
さ
れ
、
翌
四
年
四
月
に
映
画
公
開
さ
れ
た
「
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
」
と
も
共
通
す
る （

�）。
「
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
」
で
も
、
富
を
持

つ
も
の
は
地
上
の
高
層
住
宅
で
生
活
し
、
工
場
と
と
も
に
労
働
者
た
ち
は
地
下
の
劣
悪
な
居
住
空
間
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

高
層
建
築
と
地
下
空
間
よ
り
な
る
佐
藤
の
未
来
都
市
と
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
「
ペ
ン
ギ
ン
の
島
」
と
の
類
似
性
も
指
摘
さ
れ
て

い
る （

�）。
「
ペ
ン
ギ
ン
の
島
」
は
大
正
一
三
年
九
月
に
、
水
野
成
夫
の
訳
に
よ
っ
て
春
陽
堂
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
で
も
、
未

来
の
世
界
の
階
級
対
立
が
描
か
れ
る
。

次
に
、
日
本
の
対
外
的
緊
張
の
地
下
世
界
へ
の
反
映
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
十
蘭
の
作
品
が
社
会
の
不

可
視
の
領
域
で
進
行
し
て
い
る
も
の
と
し
て
描
い
た
の
は
、
主
に
国
家
間
の
緊
張
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
地
下
を
政
治
的
確
執
の
場
と
し

て
描
い
た
作
品
が
、
対
外
関
係
の
緊
張
に
伴
い
、
昭
和
に
入
る
と
増
え
て
く
る
。
地
下
は
、
陰
謀
の
拠
点
と
な
り
、
争
奪
・
領
有
の
対
象

に
な
る
の
で
あ
る
。

地
下
世
界
の
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そ
の
一
つ
が
、
外
国
勢
力
に
よ
る
、
日
本
攻
略
の
た
め
の
秘
密
基
地
、
ま
た
は
秘
密
通
路
と
し
て
地
下
が
使
わ
れ
る
例
で
あ
る
。
横
溝

正
史
ら
に
よ
る
合
作
「
諏
訪
未
亡
人
」
で
は
、
ロ
シ
ア
か
ら
帰
っ
て
き
た
「
ま
ん
だ
ら
蜘
蛛
」
を
バ
ッ
ク
に
持
つ
大
迫
が
反
乱
の
た
め
、

東
京
に
地
下
街
を
作
る
。「
地
底
の
鬼
」
で
も
Ｒ
国
の
ス
パ
イ
団
が
下
水
道
を
使
っ
て
東
京
の
地
下
を
暗
躍
す
る
。
久
生
の
「
地
底
獣
国
」

で
は
、
自
然
の
大
洞
窟
が
利
用
さ
れ
る
。

逆
に
日
本
か
ら
の
攻
撃
の
拠
点
と
な
る
こ
と
も
あ
る
。
蘭
の
「
地
底
人
間
」
の
地
下
世
界
は
、
他
国
か
ら
の
攻
撃
と
と
も
に
最
新
鋭
の

武
器
と
爆
撃
機
を
擁
し
た
軍
事
基
地
と
な
る
。
同
じ
く
蘭
の
「
地
底
大
陸
」
も
ま
た
、
「
Ｒ
国
」
に
よ
る
日
本
へ
の
攻
撃
に
対
し
て
、
地

下
帝
国
は
高
度
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使
っ
て
反
撃
し
、
日
本
を
救
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
地
下
は
新
た
な
資
源
・
領
土
と
し
て
、
闘
争
の
勝
者
、
日
本
の
も
の
に
な
る
。
野
村
胡
堂
の
「
地
底
の
都
」
で
は
、
そ
れ
は

古
代
か
ら
眠
る
冨
で
あ
っ
た
。
小
栗
虫
太
郎
「
地
軸
二
万
哩
」
は
地
下
の
巨
大
な
油
田
で
あ
る
。
蘭
の
「
地
底
大
陸
」
は
ス
ケ
ー
ル
が
大

き
い
。
地
下
帝
国
は
モ
ン
ゴ
ル
か
ら
南
米
に
か
け
て
広
が
る
、
広
大
な
領
土
を
持
つ
。
こ
こ
の
住
人
は
イ
ン
カ
の
末
裔
で
あ
り
、
ピ
サ
ロ

に
よ
っ
て
民
族
の
命
が
危
う
く
な
っ
た
と
き
、
難
破
し
て
流
れ
着
い
た
日
本
人
に
助
け
ら
れ
、
洞
窟
に
逃
げ
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
で
、

恩
義
を
日
本
人
に
感
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
の
た
め
に
戦
い
、
最
後
に
は
そ
の
全
て
の
領
土
を
日
本
に
譲
渡
す
る
の
で
あ
る
。

日
本
は
労
せ
ず
し
て
、
「
亜
細
亜
大
陸
よ
り
も
巨
大
な
」
領
土
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
る
。
今
か
ら
見
る
と
、
あ
ま
り
に
も
ナ
イ
ー
ブ
な

帝
国
主
義
的
な
領
土
拡
張
主
義
で
あ
る
。
も
は
や
地
下
は
他
界
で
は
な
い
。
そ
れ
は
植
民
地
の
一
つ
で
し
か
な
い
。

こ
う
し
た
政
治
的
な
地
下
に
出
て
く
る
敵
は
明
ら
か
に
ソ
連
で
あ
る
。
ま
た
、
蘭
や
小
栗
の
作
品
で
は
、
地
下
世
界
、
ま
た
は
そ
の
入

九
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り
口
は
ア
ジ
ア
の
内
陸
に
あ
る
。
こ
れ
が
日
本
の
大
陸
侵
略
に
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
地
下
世
界
に
も
ま
た
、
戦

争
が
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
一

本
論
の
趣
旨
を
最
後
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

か
つ
て
の
聖
な
る
地
下
は
現
実
の
外
に
あ
り
、
そ
の
観
念
は
社
会
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
た
。
近
代
に
お
い
て
地
下
は
世
俗
化
し
、

そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
個
人
の
想
像
力
に
属
す
る
も
の
に
な
る
。
こ
の
う
ち
、
現
実
の
外
に
あ
る
地
下
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
地
下
世
界
を

舞
台
と
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
あ
っ
た
。
現
実
の
内
に
あ
る
地
下
は
、
自
然
と
人
工
に
分
類
さ
れ
る
。
自
然
の
地
下
は
洞
窟
や
地
球
の
中

の
空
洞
で
あ
る
。
特
に
、
地
上
の
現
在
に
対
し
、
過
去
の
蓄
積
さ
れ
た
領
域
と
し
て
の
地
下
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
人
工

の
地
下
と
し
て
鉱
山
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
が
近
代
産
業
の
抑
圧
被
抑
圧
関
係
が
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
よ
り
自
然
的

で
あ
っ
た
鉱
山
に
対
し
て
、
完
全
に
人
工
的
な
空
間
が
あ
り
、
こ
れ
も
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
一
つ
は
現
在
の
都
市
の
地
下

で
あ
る
、
地
下
鉄
や
下
水
道
で
あ
る
。
こ
こ
で
地
下
は
日
常
の
生
活
空
間
の
外
で
は
な
く
、
そ
の
内
側
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ

は
地
下
が
日
常
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
常
の
可
視
的
な
世
界
の
す
ぐ
そ
ば
に
不
可
視
な
領
域
が
成
立
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

本
論
で
は
、
都
市
の
不
可
視
の
地
下
を
描
い
た
作
家
と
し
て
江
戸
川
乱
歩
と
久
生
十
蘭
に
注
目
し
、
両
者
が
個
人
と
社
会
と
い
う
点
で
対

照
的
な
地
下
を
描
い
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
最
後
に
地
下
鉄
や
下
水
道
の
よ
う
な
現
在
の
地
下
に
対
し
て
、
技
術
が
可
能
と
す
る
未
来

地
下
世
界
の
近
代
（
永
井
）
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の
地
下
を
描
い
た
作
品
を
み
た
。
そ
れ
ら
の
作
品
が
未
来
と
い
う
設
定
の
中
で
、
現
在
の
抑
圧
と
被
抑
圧
や
、
日
本
の
対
外
的
緊
張
、
つ

ま
り
日
本
の
内
と
外
と
い
っ
た
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。

注

（
１
）
文
学
に
お
け
る
地
下
世
界
と
い
う
問
題
の
全
体
に
わ
た
っ
て
は
、
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
『
地
下
世
界
』
（
平
凡
社
、
平

四
・
八
）
、
谷
川
渥
「
地
底
の
旅
」
（
『
幻
想
の
地
誌
学
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
平
一
二
・
一
〇
）
所
収
）
、
井
辻
朱
美
『
フ
ァ
ン

タ
ジ
ー
万
華
鏡
』（
研
究
社
、
平
一
七
・
五
）
第
Ⅳ
章
１
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
地
底
を
め
ざ
す
」
な
ど
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。

（
２
）
西
郷
信
綱
「
地
下
世
界
訪
問
譚
あ
れ
こ
れ
」
（
『
日
本
文
学
』
平
六
・
三
）
及
び
「
黄
泉
の
国
と
根
の
国
」
（
『
文
学
』
昭
四
六
・

一
一
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

（
３
）
多
賀
茂
「
解
説
１

『
ニ
コ
ラ
ス
・
ク
リ
ミ
ウ
ス
の
地
下
世
界
へ
の
旅
』
に
つ
い
て
」
（
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
旅
行
記
叢
書

12』
（
岩
波

書
店
、
平
一
一
・
一
二
）
所
収
）。

（
４
）
井
辻
前
掲
書
。

（
５
）
海
野
一
隆
『
日
本
人
の
大
地
像
西
洋
地
球
説
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て
』（
大
修
館
書
店
、
平
一
八
・
一
二
）
参
考
。

（
６
）
こ
れ
ら
の
作
品
は
小
山
一
成
「
富
士
の
人
穴
草
子
」
（
『
国
文
学
』
平
一
六
・
二
）
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
。
書
誌
は
朋
誠
堂
喜

九
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三
二
が
『
日
本
古
典
文
学
大
系

59』
（
岩
波
書
店
、
昭
三
三
・
一
〇
）
、
山
東
京
伝
が
『
山
東
京
伝
全
集
』
第
一
巻
（
ぺ
り
か
ん

社
、
平
四
・
一
〇
）
に
よ
る
。

（
７
）「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
の
翻
訳
の
書
誌
に
つ
い
て
は
『
児
童
文
学
翻
訳
作
品
総
覧
第
１
巻
〔
イ
ギ
リ
ス
編
〕
１
』（
大
空
社
、

平
一
七
・
六
）
の
翻
訳
作
品
別
目
録
「
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
」
に
詳
し
い
。

（
８
）
乱
歩
の
書
誌
は
光
文
社
文
庫
版
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。

（
９
）
ハ
ガ
ー
ド
の
翻
訳
は
、
會
津
信
吾
編
「
日
本
古
典
Ｓ
Ｆ
主
要
作
品
年
表
」（『
日
本
Ｓ
Ｆ
こ
て
ん
古
典
Ⅲ
』（
早
川
書
房
、
昭
五
六
・

四
）
所
収
）
に
詳
し
い
。

（

10）「
神
州
纐
纈
城
」
の
書
誌
は
山
蔦
恒
「
解
題
」（『
国
枝
史
郎
伝
奇
全
集
』
巻
一
（
未
知
谷
、
平
五
・
一
）
所
収
）
に
よ
る
。

（

11）
こ
の
こ
と
は
『
横
溝
正
史
翻
訳
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

鍾
乳
洞
殺
人
事
件
／
二
輪
馬
車
の
秘
密
』
（
扶
桑
社
文
庫
、
平
一
八
・
一
二
）

の
杉
江
松
恋
氏
に
よ
る
解
説
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
。

（

12）
地
球
空
洞
説
に
つ
い
て
は
谷
川
前
掲
書
、
ロ
ザ
リ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
前
掲
書
第
一
章
、
及
び
ジ
ョ
ス
リ
ン
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン

『
北
極
の
神
秘
主
義
』
（
工
作
舎
、
平
七
・
九
）
第
九
章
及
び
第
一
〇
章
、
種
村
季
弘
「
地
球
空
洞
説
」
「
続
地
球
空
洞
説
」
（
『
ア

ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
』
（
青
土
社
、
昭
五
四
・
九
）
所
収
）
、
野
田
昌
弘
「
地
球
空
洞
説
の
系
譜
」
（
『
地
底
世
界
ペ
ル
シ
ダ
ー
』
（
ハ
ヤ

カ
ワ
Ｓ
Ｆ
文
庫
、
昭
四
六
・
一
）
解
説
）
等
を
参
考
に
し
た
。

（

13）
會
津
信
吾
・
横
田
順
彌
「
解
説
」（『
少
年
小
説
大
系
』
第
十
八
巻
（
三
一
書
房
、
平
四
・
五
）
所
収
）
の
指
摘
に
よ
る
。

地
下
世
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の
近
代
（
永
井
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（

14）
押
川
春
浪
の
書
誌
に
つ
い
て
は
伊
藤
秀
雄
「
解
説
」
「
押
川
春
浪
年
譜
」
（
『
少
年
小
説
大
系
』
第
二
巻
（
三
一
書
房
、
昭
六
二
・

一
〇
）
所
収
）
に
よ
っ
た
。

（

15）
野
村
胡
堂
の
書
誌
は
瀬
名
堯
彦
「
解
説
」
「
野
村
胡
堂
年
譜
」
（
『
少
年
小
説
大
系
』
第
三
巻
（
三
一
書
房
、
平
四
・
七
）
所
収
）

に
よ
っ
た
。

（

16）
山
中
峯
太
郎
の
書
誌
は
、
尾
崎
秀
樹
「
解
説
」
瀬
名
堯
彦
「
山
中
峯
太
郎
年
譜
」（『
少
年
小
説
大
系
』
第
三
巻
（
三
一
書
房
、
平

三
・
六
）
所
収
）
に
よ
る
。
こ
の
二
つ
の
作
品
の
刊
行
経
緯
に
つ
い
て
は
上
笙
一
郎
「
解
説
」
（
『
万
国
の
王
城
』
（
桃
源
社
、
昭

四
五
・
一
）
所
収
）
を
参
考
。

（

17）「
沙
漠
の
古
都
」
の
書
誌
は
山
蔦
恒
「
解
題
」（『
国
枝
史
郎
伝
奇
全
集
』
巻
二
（
未
知
谷
、
平
四
・
一
一
）
所
収
）
に
よ
る
。

（

18）
「
飛
騨
の
怪
談
」
に
つ
い
て
は
東
雅
夫
「
編
者
解
説
」
（
岡
本
綺
堂
著
東
雅
夫
編
『
飛
騨
の
怪
談
』
（
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、

平
二
〇
・
三
）
所
収
）
を
参
考
に
し
た
。

（

19）
引
用
は
『
漱
石
全
集
』
第
五
巻
（
岩
波
書
店
、
平
六
・
四
）
に
よ
る
。

（

20）
鉱
山
を
描
い
た
小
説
で
は
、
し
ば
し
ば
鉱
山
で
の
殺
人
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
鉱
山
の
状
況
の
非
人
間
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

宮
島
の
『
坑
夫
』
が
そ
う
で
あ
り
、
江
見
水
蔭
の
「
地
底
の
人
」
（
初
出
未
確
認
。
『
水
蔭
叢
書
』
（
博
文
館
、
明
四
三
・
八
）
所

収
）
も
鉱
山
で
殺
人
を
し
て
逃
げ
て
き
た
男
の
物
語
で
あ
る
。
後
に
は
、
夢
野
久
作
「
斜
坑
」（『
新
青
年
』
昭
七
・
四
）
や
大
阪

圭
吉
「
坑
鬼
」（『
改
造
』
昭
一
二
・
五
）
な
ど
坑
内
で
の
殺
人
を
扱
っ
た
ミ
ス
テ
リ
も
あ
る
。

九
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（

21）「
噫
無
情
」
の
第
一
回
一
〇
月
八
日
は
「
小
引
」
と
し
て
作
品
や
作
家
ユ
ゴ
ー
の
解
説
で
あ
り
、
次
の
日
か
ら
本
文
は
始
ま
る
。

（
22）

「
下
水
道
」
は
『
発
狂
』
に
書
き
下
ろ
し
。
書
誌
に
つ
い
て
は
中
島
河
太
郎
『
日
本
推
理
小
説
史
』
第
二
巻
（
東
京
創
元
社
、
平

六
・
一
一
）
及
び
中
島
河
太
郎
編
「
角
田
喜
久
雄
年
譜
」
（
『
昭
和
国
民
文
学
全
集
７

角
田
喜
久
雄
・
国
枝
史
郎
集
』
（
筑
摩
書

房
、
昭
四
九
・
六
）
所
収
）
に
よ
る
。

（

23）
蘭
郁
二
郎
の
書
誌
は
會
津
信
吾
「
解
説
地
底
の
夢
想
家
―
蘭
郁
二
郎
―
」
及
び
「
蘭
郁
二
郎
年
譜
」（『
少
年
小
説
大
系
』
第
十

七
巻
（
三
一
書
房
、
平
六
・
二
）
所
収
）
に
よ
る
。
以
下
も
同
じ
。
引
用
も
同
書
か
ら
。

（

24）「
魔
都
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
永
瀬
唯
「
公
園
の
腸
―
久
生
十
蘭
『
魔
都
』
地
下
迷
宮
を
読
み
解
く
」（『
欲
望
の
未
来
』（
水
声

社
、
平
一
一
・
六
）
所
収
）
に
大
き
な
示
唆
を
受
け
た
。

（

25）
雑
誌
『
メ
ト
ロ
時
代
』
に
は
、
毎
号
必
ず
デ
パ
ー
ト
の
買
い
物
案
内
の
グ
ラ
ビ
ア
が
の
っ
て
い
る
。

（

26）「
七
日
間
の
メ
ト
ロ
」
や
中
本
た
か
子
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
和
田
博
文
『
テ
ク
ス
ト
の
モ
ダ
ン
都
市
』（
風
媒
社
、
平
一
一
・
六
）

に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
。

（

27）
海
野
十
三
の
書
誌
は
長
山
靖
生
「
解
題
」
（
『
海
野
十
三
全
集
』
第
二
巻
（
三
一
書
房
、
平
三
・
二
）
所
収
）
、
及
び
會
津
信
吾
編

「
作
品
目
録
〔
Ⅰ
〕
小
説
篇
」（『
海
野
十
三
全
集
』
別
巻
二
（
三
一
書
房
、
平
五
・
一
）
所
収
）
に
よ
る
。

（

28）
同
じ
く
地
下
に
作
ら
れ
た
個
人
の
部
屋
と
い
う
べ
き
空
間
を
描
い
た
作
品
に
「
オ
ペ
ラ
座
の
怪
人
」
（
1
9
1
0）
が
あ
る
。
「
オ
ペ

ラ
座
の
怪
人
」
の
日
本
へ
の
紹
介
に
つ
い
て
は
長
谷
部
史
親
『
欧
米
推
理
小
説
翻
訳
史
』
（
本
の
雑
誌
社
、
平
四
・
五
。
後
、
扶
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桑
社
文
庫
（
平
一
九
・
六
）。）
の
「
ガ
ス
ト
ン
・
ル
ル
ー
」
の
章
を
参
考
。

（
29）

未
読
。
内
容
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
前
掲
書
第
五
章
、
横
田
順
彌
「
近
代
日
本
奇
想
小
説
史
」
第

27回
「
地
底
世
界
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
」

（『
Ｓ
Ｆ
マ
ガ
ジ
ン
』
平
一
六
・
六
）
を
参
照
し
た
。

（

30）
會
津
信
吾
氏
に
よ
る
と
、
蘭
郁
二
郎
の
「
地
底
大
陸
」
の
世
界
に
は
、
当
時
公
開
さ
れ
た
映
画
の
影
響
が
あ
る
。
一
つ
は
「
T
h
e

P
h
a
n
to
m
E
m
p
ire」

で
あ
り
、
昭
和
一
一
年
四
月
「
五
百
年
後
の
世
界
」
の
邦
題
で
短
縮
版
が
公
開
。
翌
一
二
年
一
月
に
全

十
二
話
の
「
科
学
攻
防
戦
」
も
公
開
。
「
電
波
探
知
機
に
よ
っ
て
存
在
を
知
ら
れ
た
地
底
の
ム
ラ
ニ
ア
国
が
、
主
人
公
を
捕
ま
え

よ
う
と
躍
起
に
な
る
」
物
語
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
U
n
d
ersea

K
in
g
d
o
m
」
と
い
う
作
品
。
昭
和
一
二
年
八
月
「
海
底
下

の
科
学
戦
」
の
邦
題
で
短
縮
版
が
封
切
り
さ
れ
た
。
「
地
上
制
覇
を
企
む
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
の
独
裁
者
ウ
ン
ガ
・
カ
ー
ン
の
野
望

を
快
男
児
コ
リ
ガ
ン
が
く
じ
く
、
と
い
っ
た
筋
立
て
だ
。
ロ
ボ
ッ
ト
、
怪
光
線
、
誘
導
ミ
サ
イ
ル
と
い
っ
た
小
道
具
も
に
ぎ
や
か

で
、
ロ
ケ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン
を
装
備
し
た
カ
ー
ン
の
鉄
塔
が
地
表
に
出
撃
す
る
ヤ
マ
場
ま
で
用
意
さ
れ
て
お
り
、
海
野
十
三
「
怪
塔

王
」（
昭
和
十
三
年
）
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
」（
會
津
信
吾
「
解
説
地
底
の
夢
想
家
―
蘭
郁
二
郎
―
」）。

（

31）
中
沢
弥
氏
は
「
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
」
が
「
の
ん
し
ゃ
ら
ん
記
録
」
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
（「
塔
と
ユ
ー

ト
ピ
ア
―
佐
藤
春
夫
「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
の
未
来
都
市
―
」
（
『

湘
南
国

際
女

子
短

期
大
学

紀
要
』
平
一

〇
・
二
））
。
「
の
ん

し
ゃ
ら
ん
記
録
」
は
映
画
「
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
」
の
日
本
公
開
以
前
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
前
年
の
翻
訳
書
に
映
画
の
ス
チ
ー
ル

が
十
枚
ほ
ど
収
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
佐
藤
春
夫
が
そ
れ
を
見
た
可
能
性
は
あ
る
と
い
う
。

九
八
二

（38）



（

32）
浦
西
和
彦
「「
の
ん
し
や
ら
ん
記
録
」
の
こ
と
」（「
月
報

33」（『
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
第

18巻
』（
臨
川
書
店
、
平
一
二
・
一
二
）
所

収
））。地

下
世
界
の
近
代
（
永
井
）

九
八
三

（39）




