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第
1
章
　「
壁
」
は
越
え
ら
れ
る
か
　
村
上
春
樹
の
文
学
に
お
け
る
共
鳴

は
じ
め
に

村
上
春
樹
の
小
説
に
お
い
て
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
き
た
危
機
へ
の
眼
差
し
や
、
故
郷
を
め
ぐ
る
回
路
は
、
ま
た

共
鳴
の
問
題
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る◉

1

。
人
と
心
を
通
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
、
共
鳴
で
き
な
い
状
態
が
危

機
的
な
事
態
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
り
、
ま
た
、
帰
る
べ
き
故
郷
を
失
う
こ
と
は
、
真
に
共
鳴
で
き
る
相
手
を
失
う

こ
と
に
も
繫
が
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
延
長
線
上
に
共
鳴
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
共
鳴

（resonance

）
と
は
音
な
ど
の
波
に
よ
っ
て
、
固
有
振
動
数
を
等
し
く
す
る
振
動
体
が
共
振
す
る
現
象
で
あ
り
、
転
じ

て
共
感
（sym

pathy

）
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
物
理
現
象
と
語
彙
を
共
有
す
る
だ
け
に
、
単
な
る
共

感
よ
り
も
意
見
・
思
想
に
同
調
す
る
積
極
性
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
た
、
自
己
と
他
者
と
の
接

続
の
一
つ
の
形
で
あ
る
。
そ
し
て
、
共
鳴
を
考
え
る
た
め
に
は
、
共
鳴
し
な
い
状
態
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
と
人
と
が
響
き
合
う
の
は
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
村
上
春
樹
の
文
学
に
お
い
て
、
共
鳴
や
共
感

は
ど
の
よ
う
な
位
相
で
現
れ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

1
　
共
鳴
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
│
│「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」

村
上
作
品
の
初
発
の
状
態
を
端
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
、
短
編
「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」（『
海
』
一
九

八
〇
・
四
）
の
第
3
章
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
れ
は
『
風
の
歌
を
聴
け
』（『
群
像
』
一
九
七
九
・
六
）、
お
よ
び
『
1 

9 

7 

3
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』（
同
、
一
九
八
〇
・
三
）
に
続
く
村
上
の
第
三
作
で
あ
る◉

2

。
こ
の
物
語
は
、
環
状
線
で
あ
る

東
京
の
山
手
線
の
構
造
に
大
き
く
依
拠
し
て
い
る
。
新
宿
駅
で
「
僕
」
は
、
駒
込
の
ア
パ
ー
ト
に
帰
る
彼
女
を
プ
ラ

ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
見
送
っ
た
後
、
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。「
僕
は
彼
女
を
逆
ま
わ
り
の
山
手
線
に
乗
せ
て
し
ま
っ
た
の

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

だ0

」、「
僕
の
下
宿
は
目
白
に
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
彼
女
と
同
じ
電
車
に
乗
っ
て
帰
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
」。
つ
ま
り
、

山
手
線
に
は
内
回
り
と
外
回
り
の
二
方
向
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
方
向
を
間
違
え
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

第
一
に
こ
の
こ
と
が
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
村
上
春
樹
の
小
説
は
、
い
わ
ば
〈
東
京
の
文
学
〉
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
特
に
注
釈
も
な
く
「
新
宿
」「
目
白
」「
駒
込
」
あ
る
い
は
「
東
京
」
の

駅
名
が
出
て
き
て
、
そ
れ
ら
の
位
置
関
係
が
物
語
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
の
は
近

代
日
本
の
首
都
・
東
京
の
路
線
で
あ
る
山
手
線
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
大
阪
環
状
線
と
か
、
仙
台
市
地
下
鉄

と
か
の
駅
名
で
は
単
純
に
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
多
数
に
及
ぶ
村
上
の
作
品
は
、
神
戸
、
北
海
道
、
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ハ
ワ
イ
、
京
都
、
ギ
リ
シ
ャ
、
高
松
、
名
古
屋
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
小
田
原
な
ど
各
地
に
舞
台
を
採
っ
て
は
い
る
も

の
の
、
そ
の
基
盤
が
東
京
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
を
い
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
村
上
の
小
説
、
特
に
長
編
小
説
に
は
、

十
二
滝
町
な
ど
の
架
空
の
土
地
も
含
ま
れ
る
も
の
の
、
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
具
体
的
な
実
在
の
地
名
が
入
っ
て

い
る
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
ほ
と
ん
ど
実
在
の
地
名
の
出
て
こ
な
い
小
川
洋
子
の
小
説
な
ど
と
は
大
き
な
違
い
で
あ

る
。
多
く
の
場
合
、
村
上
の
主
人
公
は
ど
こ
か
外
部
へ
の
旅
を
経
て
、
東
京
に
戻
っ
て
く
る
。
東
京
は
小
林
秀
雄
「
故

郷
を
失
つ
た
文
学
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
三
三
・
五
）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
村
上
春
樹
に
お
け
る
「
第
二
の
故
郷
」、

つ
ま
り
関
西
と
い
う
自
分
の
生
ま
れ
た
「
第
一
の
故
郷
」
か
ら
出
て
、
そ
の
後
で
定
着
し
た
土
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」
で
は
、
東
京
の
地
理
と
交
通
網
、
つ
ま
り
山
手
線
の
内
回
り
・
外
回
り
と
、「
新

宿
」「
目
白
」「
駒
込
」
各
駅
の
位
置
関
係
を
知
ら
な
け
れ
ば
、「
僕
」
の
間
違
い
の
意
味
も
十
分
に
は
分
か
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
彼
女
が
新
宿
か
ら
東
京
駅
経
由
で
駒
込
ま
で
「
逆
ま
わ
り
」
で
乗
車
し
た
と
言
わ
れ
て
も
、
な
お
、
す

ん
な
り
と
腑
に
落
ち
る
も
の
で
は
な
い
。

「
僕
」
は
自
ら
の
語
り
に
よ
っ
て
、「
彼
女
が
早
く
僕
の
間
違
い
に
気
づ
い
て
逆
ま
わ
り
の
電
車
に
乗
り
換
え
て
い

れ
ば
別
だ
。
で
も
僕
に
は
彼
女
が
そ
う
す
る
と
は
思
え
な
か
っ
た
。
彼
女
は
そ
う
い
う
タ
イ
プ
で
は
な
い
の
だ
。
そ

れ
に
だ
い
た
い
彼
女
に
は
始
め
か
ら
ち
ゃ
ん
と
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
な
の
だ
」
と
説
明
す
る
。
そ
の
後
、
彼
女
の
口

か
ら
も
、「
あ
な
た
が
本
当
に

0

0

0

間
違
え
た
ん
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
実
は

0

0

心
の
底
で
そ
う
望
ん
で
い
た
か
ら

よ
」
と
か
、
間
違
い
に
気
づ
い
た
け
れ
ど
も
「
ま
あ
い
い
や
っ
て
思
っ
て
」
乗
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、「
で
も
電
車
が
東

京
駅
を
過
ぎ
た
あ
た
り
で
、
力
が
抜
け
ち
ゃ
っ
た
の
。
何
も
か
も
が
嫌
に
な
っ
て
い
っ
た
の
」
と
語
ら
れ
る
。
し
か

し
、
彼
女
は
中
国
人
だ
が
日
本
生
ま
れ
で
、
父
親
は
横
浜
の
輸
入
商
、「
僕
」
と
同
い
年
の
一
九
歳
で
、「
都
内
の
私

立
の
女
子
大
」
の
学
生
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
が
、
東
京
の
地
理
に
疎
い
は
ず
は
な
い
。
控
え
目
に
言
っ
て
も
、

人
が
現
代
の
東
京
で
行
動
す
る
た
め
に
、
都
心
部
に
お
け
る
山
手
線
の
乗
り
方
は
、
ま
ず
最
低
限
知
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
小
説
で
は
彼
女
を
電
車
に
「
乗
せ
る
」
と
い
う
言
い
回
し
を
何
度
か
し
て
い
る
が
、
こ

れ
に
も
違
和
感
が
あ
る
。
京
浜
地
区
を
地
元
と
す
る
「
都
内
の
私
立
の
女
子
大
」
の
学
生
が
、
わ
ざ
わ
ざ
電
車
に
乗

せ
て
も
ら
う
必
要
は
な
い
。
そ
し
て
、
山
手
線
の
場
合
、
た
と
え
乗
り
間
違
え
た
と
し
て
も
次
の
駅
で
す
ぐ
に
降
り

て
反
対
側
に
乗
り
換
え
れ
ば
よ
く
、「
都
内
の
私
立
の
女
子
大
」
の
学
生
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
い
の
に
、
こ

の
テ
ク
ス
ト
は
そ
の
簡
単
な
選
択
肢
を
あ
ら
か
じ
め
封
殺
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、「
あ
な
た
が
本
当
に

0

0

0

間
違
え
た
ん

だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
実
は

0

0

心
の
底
で
そ
う
望
ん
で
い
た
か
ら
よ
」
と
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
論
文
「
否
定
」

（
一
九
二
五
）
に
書
い
た
、
精
神
分
析
医
の
質
問
に
対
す
る
神
経
症
患
者
の
否
定
は
、
す
べ
て
肯
定
で
し
か
な
い
と
い

う
無
理
筋
の
理
論
を
思
い
出
さ
せ
る
底
意
地
の
悪
い
言
い
方
で
あ
る◉

3

。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
ら
ば
、
誰
も
何
も
言

い
返
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
僕
」
は
、
彼
女
の
「
タ
イ
プ
」
に
帰
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ

う
な
「
タ
イ
プ
」
な
の
か
。
男
性
に
エ
ス
コ
ー
ト
さ
れ
た
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
間
違
い
だ
と
「
始
め
か
ら
ち
ゃ
ん
と

わ
か
っ
て
い
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
男
性
が
自
分
の
行
動
に
全
責
任
を
持
つ
べ
き
だ
か
ら
、
否
応
も
な
く
そ

の
間
違
い
に
従
う
べ
き
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
な
「
タ
イ
プ
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

れ
ら
は
す
べ
て
、
物
語
の
あ
る
目
標
の
た
め
に
設
え
ら
れ
た
言
説
な
の
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
目
標
と
は
、「
い
い
の
よ
。
そ
も
そ
も
こ
こ
は
私
の
居
る
べ
き
場
所
じ
ゃ
な
い
の
よ
。
こ
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こ
は
私
の
た
め
の
場
所
じ
ゃ
な
い
の
よ
」
と
い
う
彼
女
の
感
覚
を
導
入
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
「
場
所
」

の
指
す
も
の
が
日
本
の
こ
と
な
の
か
「
暗
黒
の
宇
宙
を
ま
わ
り
つ
づ
け
る
こ
の
岩
塊
」（
地
球
）
な
の
か
は
分
か
ら
な

い
と
「
僕
」
は
言
う
が
、
彼
女
が
自
分
は
〈
場
違
い
〉（out of place

）
な
人
間
だ
と
感
じ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
中
国
人
と
し
て
の
そ
れ
ま
で
の
彼
女
の
経
験
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
決
定
づ

け
た
の
が
「
僕
」
の
間
違
い
で
あ
り
、
そ
れ
を
導
き
出
す
た
め
に
あ
の
よ
う
な
言
説
の
構
築
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
僕
」
は
、
彼
女
は
決
し
て
〈
場
違
い
〉
な
者
な
ど
で
は
な
い
、「
ま
と
も

0

0

0

」
に
感
じ
ら
れ
る

と
繰
り
返
し
宥
め
る
も
の
の
、
電
話
番
号
を
書
い
た
マ
ッ
チ
箱
を
捨
て
た
た
め
、
そ
れ
き
り
彼
女
と
は
会
う
こ
と
が

な
か
っ
た
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
。
そ
し
て
こ
の
〈
場
違
い
〉
の
感
覚
は
、
エ
ピ
ロ
ー
グ
と
な
る
第
5
章
で
、「
こ
こ

0

0

は
僕
の
た
め
の
場
所
で
も
な
い
ん
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
い
う
言
葉
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
山
手
線
の
車
内
」
で
思
い
つ
く
こ
と
に
よ

り
、「
僕
」
自
身
に
よ
っ
て
も
最
終
的
に
確
証
さ
れ
て
い
る
。「
誤
謬
こ
そ
が
僕
自
身
で
あ
り
、
あ
な
た
自
身
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
ど
こ
に
も
出
口
な
ど
な
い
の
だ
」
と
、
こ
の
〈
場
違
い
〉
感
が
、
あ
た
か
も
自

己
と
他
者
と
に
お
い
て
共
有
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第
2
章
と
4
章
で
語
ら
れ
る
他
の
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
併
せ
て
、「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」
の
核
心
は

こ
こ
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
自
分
が
本
来
い
る
べ
き
で
な
い
場
所
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
共
鳴
・
共
感
の
失
敗
す
る

場
所
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
誤
謬
」
に
彩
ら
れ
た
人
間
関
係
に
お
い
て
、
共
鳴
は
抑
圧
さ
れ
、
共
感
の
道
は
閉
ざ
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
小
説
の
結
末
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
限
定
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
そ
の
〈
場
違
い
〉

の
感
覚
を
相
手
と
共
有
す
る
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
は
彼
女
の

た
め
の
場
所
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
僕
の
た
め
の
場
所
で
も

0

0

な
い
の
だ
、
と
。
そ
れ
は
、
他
者
を
理
解
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
単
に
他
者
を
突
き
放
す
よ
う
な
独
我
論
（solipsism

）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
共
鳴
で
き
な

い
こ
と
に
お
け
る
共
鳴
へ
の
志
向
で
あ
り
、
共
感
を
封
鎖
さ
れ
た
者
同
士
に
お
け
る
共
感
の
可
能
性
に
か
け
る
と
い

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
以
後
、
村
上
春
樹
の
文
学
に
お
け
る
共
鳴
は
、
常
に
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の

相
に
お
い
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
は
既
に
あ
る
種
の
錯
誤
、
あ
る
い
は
限
界
が
認
め
ら
れ
る
。「
こ
こ
は
僕
の
た
め
の
場
所
で
も
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い0

」
と
い
う
こ
と
、
共
鳴
で
き
な
い
こ
と
の
共
有
と
い
う
観
念
は
、
あ
く
ま
で
も
「
僕
」
の
側
に
の
み
起
こ
っ
た
志

向
で
あ
り
、
彼
女
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
可
能
性
で
は
あ
っ
て
も
、
常
に
充
足
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
確
保

さ
れ
て
い
る
の
は
、
高
々
、
自
分
と
自
分
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
。〈
自
分
に
は
共
鳴
が
欠
け

て
い
る
、
あ
な
た
も
だ
ろ
う
？
〉
と
い
う
の
は
、
え
て
し
て
一
種
の
押
し
つ
け
と
な
り
、
時
に
は
説
教
が
ま
し
い
思

想
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
限
界
性
、
あ
る
い
は
押
し
つ
け
が
ま
し
さ
、
説
教
臭
さ
は
、
そ
れ
以
後
最
近
に
至
る
ま
で
、

村
上
の
書
く
も
の
に
は
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
こ
と
は
そ
れ
と
し
て
認
識
で

き
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
限
界
性
を
伴
っ
た
表
象
と
し
て
、
村
上
の
テ

ク
ス
ト
に
お
け
る
共
鳴
は
調
整
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
共
鳴
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
織
り
込
み
済
み
の
も
の
な
の

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
の
関
連
に
お
い
て
、「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」
に
中
国
人
が
登
場
す
る
こ
と
は
、
当
然
、
歴

史
的
な
理
由
を
伴
っ
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
歴
史
性
に
お
い
て
、
中
国
人
や
中
国
が
取
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り
上
げ
ら
れ
る
『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』（
一
九
九
四
・
四
、
一
九
九
五
・
八
、
新
潮
社
）
や
『
ア
フ
タ
ー
ダ
ー
ク
』

（
二
〇
〇
四
・
九
、
講
談
社
）、
さ
ら
に
『
騎
士
団
長
殺
し
』（
二
〇
一
七
・
二
、
新
潮
社
）
な
ど
を
併
せ
て
考
え
る
こ
と

は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
必
要
で
も
あ
る
。
こ
の
短
編
に
お
け
る
共
鳴
の
不
可
能
性
に
関
し
て
、
民
族
や
差
別
、
地
政

学
の
問
題
を
見
て
取
る
こ
と
は
適
切
な
読
み
方
で
あ
り
、
既
に
多
く
の
論
者
が
そ
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る◉

4

。
ひ
い
て

は
、『
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
の
恋
人
』（
一
九
九
九
・
四
、
講
談
社
）
に
お
け
る
在
日
韓
国
人
、『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ

く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』（
二
〇
一
三
・
四
、
文
藝
春
秋
）
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
、
村
上
小
説
に
お
け
る
外
国
や
外

国
人
の
設
定
も
併
せ
て
視
野
に
入
れ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
よ
り
高
次
の
水
準
に
お
い
て
、
そ
れ
ら

は
外
国
人
の
登
場
し
な
い
他
の
村
上
作
品
、
た
と
え
ば
、
典
型
的
に
は
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』（
一
九
八
七
・
一
、
講

談
社
）
な
ど
の
問
題
と
も
合
流
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
合
流
点
こ
そ
、
共
鳴
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
な
の
で
あ
る
。

2
　「
こ
こ
は
僕
の
い
る
べ
き
場
所
じ
ゃ
な
い
」│
│「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」

次
に
、「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」
の
こ
の
よ
う
な
問
題
を
、
一
見
、
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
あ

る
作
品
と
接
続
し
て
み
よ
う
。『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』（
一
九
八
五
・
六
、
新
潮

社
）
の
「
世
界
の
終
り
」
部
分
の
先
駆
作
品
と
し
て
、
短
編
「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」（『
文
學
界
』
一
九
八
〇
・

九
）
が
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
短
編
が
、『
風
の
歌
を
聴
け
』、『
1 

9 

7 

3
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』、「
中
国
行
き

の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」
に
続
い
て
発
表
さ
れ
た
、
出
発
時
か
ら
第
四
作
目
と
い
う
非
常
に
早
い
時
期
の
作
品
で
あ
る

こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い◉

5

。「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」
が
三
番
目
、

「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
が
四
番
目
な
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
小
説
の
構
造
、
お
よ
び
『
世
界
の
終
り

と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
へ
の
改
作
の
状
況
は
、
そ
の
後
の
村
上
作
品
の
展
開
に
お
い
て
重
要
な

意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
村
上
作
品
の
研
究
史
に
は
あ
ま
り
登
場
し
な
い
「
街
と
、
そ

の
不
確
か
な
壁
」
を
、
大
幅
に
再
評
価
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
の
物
語
は
、
概
ね
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
の

「
世
界
の
終
り
」
の
章
と
重
な
る
が
、
そ
の
後
単
行
本
に
収
録
さ
れ
ず
、『
全
作
品
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、

広
く
普
及
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
山
根
由
美
恵
の
貴
重
な
論
考
か
ら
、「
世
界
の
終
り
」
物
語
と
の
対

比
を
引
用
し
て
概
説
に
代
え
よ
う
。
引
用
文
中
、〈
街
〉
と
は
「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」、〈
世
界
〉
と
は
『
世
界

の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
を
指
す
。「
1
、〈
街
〉
は
『
世
界
の
終
り
』
世
界
の
み
の
話
で

あ
り
、
近
未
来
世
界
『
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
が
な
い
。
2
、〈
街
〉
に
は
、
森
と
い
う
存
在
が
な

い
。
3
、〈
街
〉
と
〈
世
界
〉
と
で
は
結
末
が
異
な
る
。（
前
者
の
『
僕
』
は
、『
影
』
と
と
も
に
街
か
ら
脱
出
す
る
。
後

者
の
『
僕
』
は
街
に
留
ま
る
）
4
、〈
街
〉
の
街
は
、『
僕
』
が
作
り
あ
げ
た
も
の
で
は
な
く
、『
君
』
が
作
っ
た
。
5
、

〈
街
〉
は
語
り
手
（
書
き
手
）
が
存
在
し
、『
こ
と
ば
』
の
話
題
が
多
く
、
重
要
な
意
味
で
語
ら
れ
る
。
6
、〈
街
〉
の

『
壁
』
は
、
そ
の
存
在
が
意
味
深
く
描
か
れ
て
い
る◉

6

」。
こ
の
摘
要
は
、
重
要
な
相
違
点
を
網
羅
し
た
も
の
で
あ
る
。
他

に
も
一
角
獣
が
単
に
獣
で
あ
っ
た
り
、「
僕
」
が
発
熱
し
て
妄
想
を
見
る
、
あ
る
い
は
、
後
で
触
れ
る
大
佐
の
見
た
横

顔
の
な
い
女
の
挿
話
の
有
無
な
ど
細
部
の
違
い
も
あ
る
が
、
山
根
の
分
析
は
的
確
な
も
の
で
あ
る
。
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山
根
の
言
う
よ
う
に
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
は
一
種
の
額
縁
構
造
と
な
っ
て
い
て
、
冒
頭
と
結
末
に
現
実

世
界
に
お
け
る
「
僕
」
の
語
り
が
置
か
れ
、
そ
の
間
は
「
壁
」
に
囲
ま
れ
た
想
像
の
「
街
」
に
お
け
る
物
語
が
語
ら

れ
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
短
編
は
〈
東
京
の
文
学
〉
で
は
な
く
、
額
縁
に
描
か
れ
る
現
実
世
界
も
ど
こ
の
街
か
分
か

ら
な
い
（『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
至
る
と
、
地
下
鉄
銀
座
線
や
日
比
谷
公
園
の
出
て
く

る
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
の
章
群
に
お
い
て
、
顕
著
な
〈
東
京
の
文
学
〉
と
な
る
）。
と
こ
ろ
で
、
山
根

は
物
語
の
要
約
の
中
で
、「
主
人
公
『
僕
』
が
18
歳
の
時
、
愛
し
て
お
り
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
『
君
』」
と
述
べ
て
お

り◉
7

、
ま
た
加
藤
典
洋
に
至
っ
て
は
「
彼
女
は
あ
る
内
閉
的
な
精
神
的
な
病
い
に
苦
し
み
、
自
殺
し
て
い
る
」
と
ま
で

論
じ
て
い
る◉

8

。
し
か
し
、
そ
の
あ
た
り
は
実
際
は
曖
昧
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
加
藤
の
言
う
よ
う
な
理
由
で
自
殺
し

た
な
ど
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
原
文
に
よ
れ
ば
「
君
は
そ
の
壁
に
囲
ま
れ
た
想
像
の
街
の
中
で
死
ん
だ
」
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
「
街
」
に
お
い
て
も
、「『
僕
は
君
の
影
を
愛
し
て
い
た
』
／
『
知
っ
て
る
わ
』
と
君
は
言
う
。

『
で
も
彼
女
は
死
ん
だ
』
／
そ
う
だ
、
彼
女
は
死
ん
だ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
死
が
現
実
世
界
に
お
け
る

「
君
」
の
死
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
影
」
と
し
て
「
街
」
で
死
ん
だ
こ
と
を
意
味
す

る
の
か
は
明
確
と
は
言
え
な
い
。
こ
の
曖
昧
さ
は
、
想
像
の
「
街
」
で
葬
ら
れ
た
「
君
の
影
」
が
、
現
実
世
界
の

「
君
」
と
同
一
で
あ
り
、「
本
当
の
」
彼
女
は
、
そ
の
「
街
」
の
図
書
館
に
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
、『
世
界
の
終
り

と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
で
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
、
屈
折
し
た
設
定
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

少
々
こ
の
設
定
自
体
に
無
理
が
あ
る
と
も
言
え
る
が
、
と
も
あ
れ
「
僕
」
が
一
八
歳
の
時
に
、
現
実
の
彼
女
が
こ
の

後
ど
の
よ
う
な
帰
趨
を
た
ど
っ
た
の
か
は
、
明
確
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

た
だ
し
、
加
藤
が
そ
の
よ
う
な
見
方
か
ら
こ
れ
を
「
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
的
冥
界
譚◉

9

」
と
呼
び
、「
内
閉
世
界
に
閉
じ
込

め
ら
れ
た
恋
人
に
自
分
も
影
を
な
く
し
│
│
内
閉
さ
れ
た
人
間
に
な
っ
て
│
│
会
い
に
い
く
、
と
い
う
内
閉
に
閉
ざ

さ
れ
る
者
へ
の
連
帯
の
話
だ◉

10

」
と
と
ら
え
、『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
の
次
の
長
編

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森◉

11

』
へ
の
連
続
性
に
お
い
て
理
解
し
た
の
は
興
味
深
い
読
み
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ

の
森
』
に
お
け
る
直
子
の
自
殺
に
つ
い
て
も
、
恐
ら
く
そ
の
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
て
加
藤
は
先
の
よ
う
な
読
み
方
を

し
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
出
来
事
が
、『
風
の
歌
を
聴
け
』
お
よ
び
『
1 

9 

7 

3
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』

に
お
い
て
も
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
そ
の
こ
と
か
ら
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
は
、
こ
れ
ら
の
初
期
二
長

編
と
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
と
の
間
を
繫
ぐ
位
置
を
占
め
る
作
品
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
ひ
い
て
は
、
そ
れ
が
発

展
し
た
『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
を
も
そ
の
系
列
の
中
に
誘
引
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、『
1 

9 

7 

3
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
の
冒
頭
で
「
僕
」
が
直
子
の
郷
里
の
駅
を
訪
れ
る
の
と
も
似
て
、
死
ん
だ

直
子
に
会
い
に
黄
泉
の
国
に
訪
ね
て
い
く
類
の
話
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
こ
れ
は
、『
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
の

恋
人
』
で
す
み
れ
を
探
す
ギ
リ
シ
ャ
へ
の
訪
問
や
、『
海
辺
の
カ
フ
カ
』（
二
〇
〇
二
・
九
、
新
潮
社
）
で
高
知
の
山
中

で
中
有
に
彷
徨
う
死
者
の
世
界
を
垣
間
見
て
一
五
歳
の
佐
伯
さ
ん
に
会
う
物
語
な
ど
の
原
形
を
示
し
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
必
ず
し
も
「
冥
界
譚
」
と
し
て
単
純
明
快
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
は
、
村
上
自
身
が
『
村
上
春
樹
全
作
品1979

〜1989

』
4
に
付
さ
れ
た
月
報
の

「『
自
作
を
語
る
』
は
じ
め
て
の
書
下
ろ
し
小
説
」
に
お
い
て
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
た
と
え
そ
れ
が
志
の
あ
る

失
敗
作
で
あ
る
に
せ
よ
（
そ
う
で
あ
る
こ
と
を
筆
者
は
願
っ
て
い
る
）、
失
敗
作
は
失
敗
作
で
あ
り
、
そ
れ
を
改
め
て
衆



Ⅰ 村上春樹　　4445　　「壁」は越えられるか

目
に
曝
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
」
と
い
う
理
由
で
作
品
集
に
収
録
し
て
お
ら
ず◉

12

、
加
藤
も
ま
た
こ
れ
を
「
失
敗
作◉

13

」

と
見
な
し
て
お
り
、
そ
れ
が
通
説
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
私
見
で
は
全
く
そ
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
後

に
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」
と
合
体
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
変
容
を
被
る
も
の
が
、
原
初
的
な
ま
ま

に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
態
の
原
質
が
よ
り
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
魅
力
的
な
作
品
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ

は
、
共
鳴
の
な
い
状
態
が
人
と
世
界
の
生
地
の
部
分
を
な
す
と
い
う
見
方
で
あ
り
、
直
前
の
「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・

ボ
ー
ト
」
を
受
け
継
ぎ
、
後
続
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
引
き
継
が
れ
る
要
素
で
あ
る
。

「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」
単
行
本
第
2
章
に
は
、
高
校
三
年
生
の
時
に
恋
愛
し
て
い
た
同
級
生
と
の
、
中

国
人
学
校
で
試
験
を
受
け
た
記
憶
に
つ
い
て
の
比
較
的
長
い
や
り
取
り
の
挿
話
が
あ
る
。「
そ
れ
か
ら
六
年
か
七
年

た
っ
た
高
校
三
年
生
の
秋
」
か
ら
始
ま
っ
て
、
こ
の
章
の
終
わ
り
ま
で
続
く
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
村
上
春
樹
全

作
品1979

〜1989

』
3
所
収
時
に
削
除
さ
れ
る
が
、
そ
の
代
わ
り
第
3
章
の
方
に
、
高
校
生
の
時
か
ら
の
ガ
ー
ル

フ
レ
ン
ド
と
の
遠
距
離
関
係
に
苦
慮
し
て
い
る
と
す
る
記
述
が
増
補
さ
れ
た
。「
僕
に
は
高
校
時
代
か
ら
つ
き
あ
っ

て
い
る
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
が
い
た
」
か
ら
始
ま
る
部
分
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
遠
距
離
関
係
を
ど
の
よ
う
に
展

開
さ
せ
れ
ば
よ
い
か
分
か
ら
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
に
も
、「
君
」
と
の

間
の
一
六
歳
か
ら
一
八
歳
に
か
け
て
の
挿
話
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
は
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
貫
く
共
通
の
要

素
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
連
の
物
事
の
起
源
と
な
る
よ
う
な
一
〇
代
の
頃
の
不
幸
な
恋
愛
の
記
憶
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
の
背
景
に
は
、
人
と
人
と
の
本
来
的
な
関
係
と
は
何
か
と
い
う
問
い
が
伏
流
し
、
そ
の
伏
流
は
前
後
の
作

品
と
テ
ク
ス
ト
系
列
的
に
繫
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
系
列
的
と
は
、『
1 

9 

7 

3
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
と

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
直
子
は
同
一
人
物
で
は
な
い
が
、
観
念
上
は
無
関
係
で
は
な
い
と
い
う
の
と
同
じ
意
味
に
お

い
て
で
あ
る
。
ま
た
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
の
関
連
作
品
で
あ
る
「
蛍
」（『
中
央
公
論
』
一
九
八
三
・
一
）
や
「
め
く

ら
や
な
ぎ
と
眠
る
女
」（『
文
學
界
』
一
九
八
三
・
一
二
）
な
ど
も
、
こ
の
系
列
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
と
「
世
界
の
終
り
」
と
に
共
通
し
て
、「
影
」
と
は
人
の
心
で
あ
る
と
い
う
設
定
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
影
っ
て
の
は
つ
ま
り
は
弱
く
て
暗
い
心
な
ん
だ
」
と
「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
で
、「
人
々

が
心
を
失
う
の
は
そ
の
影
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
ね
」
と
「
世
界
の
終
り
」
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
。「
世
界
の
終
り
」
の
老
人
（
大
佐
）
は
、
親
切
は
心
と
は
別
で
、
独
立
し
た
「
表
層
的
な
機
能
」
で
あ
り
「
習

慣
」
に
過
ぎ
ず
、「
心
と
い
う
の
は
も
っ
と
深
く
、
も
っ
と
強
い
も
の
だ
。
そ
し
て
も
っ
と
矛
盾
し
た
も
の
だ
」
と

「
僕
」
に
告
げ
る
。「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
の
「
弱
く
て
暗
い
心
」
は
、「
世
界
の
終
り
」
の
深
く
強
く
ま
た
矛

盾
し
た
も
の
と
字
義
的
に
は
対
立
す
る
が
、
実
際
に
は
同
等
の
も
の
と
も
解
釈
で
き
る
。
心
は
、
単
純
な
悪
で
も
単

純
な
善
で
も
な
く
、
よ
り
不
純
で
多
様
性
に
富
ん
だ
何
も
の
か
で
あ
り
、
仮
に
心
が
至
純
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば

む
し
ろ
そ
れ
は
肯
定
さ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
こ
そ
表
層
的
に
は
、
図
書
館
の
彼
女
も
老
人
も
、
門
番
で
す
ら

も
、
虚
心
に
読
め
ば
特
に
心
を
失
っ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。「
影
」
も
ま
た
、
人
と
ほ
ぼ
同
等
に
描
か
れ
る
。

彼
ら
が
個
性
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
設
定
は
観
念
的
な
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
表
象
と
し
て
は
実

現
し
て
い
な
い
内
実
を
、
説
明
に
よ
っ
て
肩
代
わ
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
で
は
、
現
実
世
界
の
「
君
」
は
「
影
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
た
か
も
本
質
を
失

っ
た
人
間
で
あ
り
、
む
し
ろ
本
質
の
方
は
壁
の
「
街
」
の
図
書
館
に
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
だ
け
で
な



Ⅰ 村上春樹　　4647　　「壁」は越えられるか

く
、
そ
の
「
街
」
に
つ
い
て
も
、「
こ
の
街
に
は
実
体
と
い
う
も
の
が
な
い
ん
だ
」
と
批
評
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
興

味
深
い
こ
と
に
、「
こ
こ
は
僕
の
場
所
で
は
な
か
っ
た
」
と
彼
は
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー

ト
」
と
も
似
た
文
に
よ
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
快
く
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
心
、
む
し
ろ
「
弱
く
て
暗
い
心
」

を
欠
い
た
人
々
は
「
実
体
」
で
は
な
く
、
共
鳴
し
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
あ
な
た
が
今
抱
い
て
い

る
の
は
た
だ
の
私
の
影
。
あ
な
た
が
今
感
じ
て
い
る
の
は
あ
な
た
自
身
の
温
も
り
」（
原
文
ゴ
シ
ッ
ク
体
）
と
ま
で
言

わ
れ
る
空
疎
な
現
実
の
世
界
へ
と
、
彼
は
自
ら
の
「
影
」
と
と
も
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
た
か
も
『
羊
を

め
ぐ
る
冒
険
』（『
群
像
』
一
九
八
二
・
八
）
の
鼠
が
「
俺
は
俺
の
弱
さ
が
好
き
な
ん
だ
よ
。
苦
し
さ
や
辛
さ
も
好
き

だ
」
と
言
い
、「
僕
」
が
「
た
と
え
そ
れ
が
退
屈
さ
に
み
ち
た
凡
庸
な
世
界
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
僕
の
世
界
な
の

だ
」
と
言
う
よ
う
に
。

一
方
、「
こ
こ
は
僕
の
い
る
べ
き
場
所
じ
ゃ
な
い
」
と
い
う
ほ
ぼ
同
じ
言
葉
が
、「
世
界
の
終
り
」
の
「
僕
」
の
口

か
ら
も
発
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
山
根
の
挙
げ
た
第
3
点
の
よ
う
に
、
こ
ち
ら
の
結
末
で
は
、「
僕
」
は
「
街
」
か
ら

脱
出
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
。
そ
の
理
由
は
こ
の
街
を
作
っ
た
の
が
「
僕
」
自
身
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
責
任
が

あ
る
か
ら
だ
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
物
語
論
理
の
上
で
担
保
す
る
の
は
、
合
体
さ
れ
た
「
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン

ダ
ー
ラ
ン
ド
」
の
物
語
、
す
な
わ
ち
「
第
三
回
路
」
の
導
入
で
あ
る
。「
第
三
回
路
」
は
老
人
に
よ
る
操
作
に
よ
っ
て

「
私
」
を
支
配
す
る
に
至
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
間
違
い
な
く
「
私
」
自
身
の
も
の
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、「
世
界

の
終
り
」
の
「
僕
」
が
今
後
「
森
」
に
お
い
て
図
書
館
の
彼
女
と
暮
ら
そ
う
と
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
山
根
の
挙
げ

た
第
4
点
に
関
わ
り
、「
森
」
が
「
街
」
世
界
に
対
し
て
一
種
の
外
部
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
た
め
だ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
を
指
し
て
和
田
博
文
は
、
こ
の
「
森
」
を
「
二
重
に
追
放
さ
れ
た
場
所
」
と
呼
ん
だ◉

14

。
こ
れ
ら
が
こ
の
「
街
」
世

界
に
関
し
て
、『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
段
階
に
お
い
て
新
た
に
加
わ
っ
た
、
最
も

大
き
な
変
異
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
酷
な
こ
と
を
言
え
ば
、
彼
女
も
「
森
」
も
ま
た
彼
自
身
が
「
第
三
回
路
」
に
お
い
て
作
っ
た
も

の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
自
分
が
作
っ
た
も
の
に
責
任
が
あ
る
と
い
う
の
は
聞
こ
え
は
良
い
が
、
所
詮
、
そ
れ
は
自
分

と
自
分
と
の
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
根
本
的
に
は
、『
世
界
の
終
り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル

ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
の
状
況
は
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
の
「
あ
な
た
が
今
感
じ
て
い
る
の
は
あ
な
た
自

身
の
温
も
り
」
と
さ
れ
る
実
態
と
大
差
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
の
他
者
と
の
共
鳴
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

こ
の
二
つ
の
小
説
の
異
な
る
設
定
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
点
で
あ
る
が
、「
僕
」
が
「
街
」
か
ら
脱
出
し
よ
う

と
し
ま
い
と
、
結
局
そ
れ
ら
は
同
じ
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
西
田
谷
洋
も
、『
世
界
の
終

り
と
ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
・
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
』
に
つ
い
て
、「
自
分
が
作
っ
た
場
所
に
留
ま
る
点
で
は
、
街
で
生
き
る

こ
と
も
森
で
生
き
る
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
」
と
解
釈
し
て
い
る◉

15

。
確
か
に
、「
世
界
の
終
り
」
は
そ
の
空
間
に
「
森
」

を
配
置
し
た
こ
と
に
よ
り
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
段
階
に
お
け
る
人
と
「
影
」
と
の
錯
綜
し
た
関
係
は
整
理

さ
れ
、
明
快
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
い
ず
れ
に
せ
よ
彼
（
ら
）
は
、
最
終
的
に
「
僕
の
い
る
べ
き
場
所
じ
ゃ
な
い
」

場
所
に
戻
り
、
あ
え
て
そ
こ
に
居
を
占
め
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」
の
「
僕
」

と
同
じ
よ
う
に
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
西
田
谷
が
こ
の
設
定
を
「
快
楽
を
維
持
し
続
け
る
た
め
の
大
義
名
分
に
他
な

ら
な
い◉

16

」
と
批
判
す
る
の
と
は
筆
者
の
立
場
は
異
な
る
。
そ
こ
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
決
し
て
故
郷
で
は
な
い
。
そ
こ
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は
異
郷
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

3
　
無
の
系
譜
│
│『
騎
士
団
長
殺
し
』
ま
で

後
の
章
で
詳
述
す
る
よ
う
に
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
お
け
る
最
も
核
心
的
な
問
い
と
は
、
人
は
人
を
愛
せ
な
い

の
が
常
態
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
が
人
を
愛
す
る
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か
と
い
う
問
い
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
登
場
人
物
は
こ
と
ご
と
く
、
過
去
に
遡
る
何
ら
か
の
理
由
の
た
め
に
、
決
し
て
人
を
愛
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
愛
着
障
害
」
を
抱
え
た
人
間
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
誰
か
を
愛
そ
う
と
す
る◉

17

。「
愛
着
障

害
」
は
岡
田
尊
志
が
論
じ
た
概
念
で
、
幼
少
期
に
父
母
か
ら
愛
さ
れ
な
か
っ
た
人
は
、
愛
す
る
術
を
学
ば
ず
に
成
長

し
、
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
現
象
で
あ
り
、
現
代
人
に
は
「
愛
着
障
害
」
が
極
め
て
多
い
と
さ

れ
る
。
筆
者
は
先
に
村
上
の
「
品
川
猿
」（『
東
京
奇
譚
集
』、
二
〇
〇
五
・
九
、
新
潮
社
）
な
ど
を
、
こ
の
「
愛
着
障
害
」

の
典
型
的
な
表
現
と
し
て
論
じ
た◉

18

。「
品
川
猿
」
の
み
ず
き
の
場
合
は
、
母
親
ら
に
愛
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
愛
す
る

こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
他
者
か
ら
愛
さ
れ
ず
傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
愛

着
を
回
避
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
回
避
型
」
の
「
愛
着
障
害
」
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
誰
に
も
嫉
妬
を
感
じ
た
こ
と
が

な
い
と
い
う
み
ず
き
の
言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
傍
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
と
は
、
恋
愛
を
擬

態
的
な
媒
介
と
し
て
、
他
者
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
自
己
と
い
う
存
在
の
あ
り
方
を
、「
僕
」
を
中
心
に
複
数
の
人
物

群
に
お
い
て
繰
り
返
し
検
証
す
る
物
語
な
の
で
あ
る
。
そ
の
存
在
は
他
者
を
求
め
る
が
、
そ
の
同
じ
身
振
り
に
お
い

て
他
者
を
拒
絶
す
る
。
愛
し
た
い
の
だ
が
、
相
手
か
ら
愛
さ
れ
る
術
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
相
手
を
愛
す
る
こ
と
も

で
き
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
共
鳴
を
志
向
す
る
こ
と
と
、
共
鳴
の
不
可
能
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
、
そ
の
両
者
が

一
つ
の
テ
ク
ス
ト
に
織
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
世
界
は
本
来
自
分
の
い
る
べ
き
場
所
で
は
な
い
。
向
こ
う
側
に
は
あ
る
種
の
純
粋
な
世
界
、「
完
全
に
ア
ナ
ー

キ
ー
な
観
念
の
王
国
」（『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』）
が
あ
り
、
人
は
こ
ち
ら
側
か
ら
向
こ
う
側
へ
と
越
境
す
る
様
々
な
通

過
儀
礼
や
境
界
線
、
た
と
え
ば
井
戸
、
ホ
テ
ル
の
部
屋
（『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』）、「
入
口
の
石
」（『
海
辺
の
カ

フ
カ
』）、
オ
ハ
ラ
イ
（『
1 

Ｑ 

8 

4
』）、
富
士
の
風
穴
、
異
界
の
洞
穴
（『
騎
士
団
長
殺
し
』）
な
ど
を
通
過
す
る
過
程
に

お
い
て
、
自
分
の
「
弱
く
て
暗
い
心
」（「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」）、
も
し
く
は
「
心
の
闇
」（「
品
川
猿
」）
の
実
相

を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
そ
れ
ら
の
物
語
に
お
い
て
、
人
物
に
と
っ
て
の
「
影
」
は
、
弱
さ
、
暗
さ
や
邪
悪
さ
な
ど

の
属
性
の
程
度
に
お
い
て
、
鼠
（『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』）、
永
沢
（『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』）、
五
反
田
（『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン

ス
・
ダ
ン
ス
』、
一
九
八
〇
・
一
一
、
講
談
社
）、
ワ
タ
ヤ
ノ
ボ
ル
（『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』）、
さ
き
が
け
の
リ
ー
ダ

ー
（『
1 

Q 

8 

4
』）、
白
い
ス
バ
ル
・
フ
ォ
レ
ス
タ
ー
の
男
（『
騎
士
団
長
殺
し
』）
な
ど
に
憑
依
し
分
身
し
続
け
る
。
共

鳴
を
求
め
ら
れ
る
相
手
で
あ
る
「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ
ー
ト
」
の
彼
女
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
の
「
君
」

は
、
直
子
（『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
な
ど
）、
ク
ミ
コ
（『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』）、
佐
伯
さ
ん
（『
海
辺
の
カ
フ
カ
』）、

す
み
れ
（『
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
の
恋
人
』）、
ユ
ズ
（『
色
彩
を
持
た
な
い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』）、
そ
の
他
の
名
前

で
呼
ば
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
相
手
の
側
に
お
い
て
も
「
影
」
的
な
陰
陽
の
分
身
が
現
れ
る
。
緑
と
直
子
（『
ノ
ル

ウ
ェ
イ
の
森
』）、
す
み
れ
と
ミ
ュ
ウ
（『
ス
プ
ー
ト
ニ
ク
の
恋
人
』）、
さ
く
ら
と
佐
伯
さ
ん
（『
海
辺
の
カ
フ
カ
』）、
白
根
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柚
木
と
黒
埜
恵
理
（『
多
崎
つ
く
る
』）
な
ど
の
よ
う
に
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
人
物
を
図
式
的
に
配
置
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
物
語
に
お
い
て
も
、
共
鳴
は
、
共
鳴
し
な
い
／
で
き
な
い
状
態
と
同
値
の

も
の
と
し
て
提
案
さ
れ
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。

だ
が
、
や
が
て
そ
の
純
粋
な
世
界
は
、
洗
脳
的
あ
る
い
は
全
体
主
義
的
に
自
我
を
抑
圧
し
消
滅
さ
せ
る
力
を
持
つ

こ
と
が
分
か
り
、
さ
ら
に
そ
の
邪
悪
な
も
の
は
、
決
し
て
向
こ
う
側
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
自
分
の
「
心
の
闇
」

に
も
潜
み
、
と
い
う
よ
り
も
、
自
分
の
「
心
の
闇
」
こ
そ
が
そ
の
根
源
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。「
あ
る
意

味
で
は
、
あ
の
地
震
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
私
だ
っ
た
の
だ
。
あ
の
男
が
私
の
心
を
石
に
変
え
、
私
の
身
体
を
石
に

変
え
た
の
だ
」（「
タ
イ
ラ
ン
ド
」、『
新
潮
』
一
九
九
九
・
一
一
）、「
目
に
見
え
る
も
の
が
本
当
の
も
の
と
は
か
ぎ
り
ま

せ
ん
。
ぼ
く
の
敵
は
ぼ
く
自
身
の
中
の
ぼ
く
で
も
あ
り
ま
す
。
ぼ
く
自
身
の
中
に
は
非
ぼ
く
が
い
ま
す
」（「
か
え
る

く
ん
、
東
京
を
救
う
」、
同
、
一
九
九
九
・
一
二
）、「
そ
し
て
僕
は
ユ
ズ
を
殺
し
た
か
も
し
れ
な
い
」（『
多
崎
つ
く
る
』）、

「
な
ぜ
な
ら
彼
は
私
自
身
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
」（『
騎
士
団
長
殺
し
』）。
こ
れ
ら
の
言
葉
が
指
し
示
し
て

い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
自
ら
の
「
弱
く
て
暗
い
心
」
か
ら
逃
げ
ず
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
必
要
な
の
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
危
機
の
文
学
と
し
て
の
村
上
文
学
の
要
諦
で
も
あ
っ
た◉

19

。「
な
に
よ
り
も
怖
い
の
は
、
そ

の
恐
怖
に
背
を
向
け
、
目
を
閉
じ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
」
と
「
七
番
目
の
男
」（『
文
藝
春
秋
』
一
九
九
六
・
二
）
は
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
様
々
な
意
味
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
地
方
、
夢
、
外
国
、
地
下
な
ど
に
お
け
る
東
京

の
裏
側
（
向
こ
う
側
）
か
ら
、
不
純
で
夾
雑
物
に
満
ち
た
東
京
（
こ
ち
ら
側
）
へ
と
帰
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
帰
還
し

た
場
所
は
、
異
郷
で
も
あ
る
故
郷
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
故
郷
の
喪
失
、
あ
る
い
は
、
現
在

地
が
常
に
異
郷
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
に
も
挙
げ
た
小
林
秀
雄
の
「
故
郷
を
失
つ
た
文
学
」
に
触
れ
て
論
じ

た
と
こ
ろ
で
あ
る◉

20

。

「
人
の
心
と
人
の
心
は
調
和
だ
け
で
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
傷
と
傷
に
よ
っ
て
深
く
結

び
つ
い
て
い
る
の
だ
。
痛
み
と
痛
み
に
よ
っ
て
、
脆
さ
と
脆
さ
に
よ
っ
て
繫
が
っ
て
い
る
の
だ
」（『
多
崎
つ
く
る
』）

の
類
の
両
義
的
な
言
説
は
、
村
上
の
テ
ク
ス
ト
の
そ
こ
か
し
こ
に
散
見
す
る
。
共
鳴
を
阻
む
も
の
は
、
共
鳴
を
求
め

る
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。
決
し
て
純
粋
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
純
な
も
の
と
自
ら
を
接
続
し
、
接
続
し

続
け
る
こ
と
の
み
が
、
か
ろ
う
じ
て
共
鳴
へ
の
志
向
を
持
続
さ
せ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
決
し
て
共
鳴
を
保
証
す
る

も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
二
重
性
と
心
の
あ
り
方
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
両
義
的
な
構
造
は
、
既
に
「
街

と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
に
お
い
て
余
す
と
こ
ろ
な
く
提
示
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

共
鳴
の
保
証
は
、
な
ぜ
存
在
し
な
い
の
か
。
こ
れ
は
先
述
の
山
根
に
よ
る
摘
要
の
第
5
点
お
よ
び
第
6
点
に
関
わ

る
。
す
な
わ
ち
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
に
お
い
て
は
、
言
葉
の
効
力
に
つ
い
て
の
言
及
が
そ
の
大
枠
を
形
作

っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
は
、『
風
の
歌
を
聴
け
』
や
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
と
同
様
に
、
一
種
の
回
想
手
記
形
式
と
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
「
僕
」
と
同
じ
よ
う
に
、
彼
も
ま
た
自
ら
の
身
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
書
い
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
ま
た
書
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
言
葉
に
つ
い
て
の
言
及
、
テ
ク
ス
ト
の
自
己
言
及
が
含
ま
れ
る
。

こ
の
書
く
こ
と
へ
の
注
視
に
つ
い
て
も
、
山
根
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、『
風
の
歌
を

聴
け
』
の
「
自
己
療
養
へ
の
さ
さ
や
か
な
試
み
」
や
、『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
お
け
る
、
書
く
こ
と
に
よ
り
記
憶
を

明
確
に
し
認
識
す
る
と
い
う
叙
述
に
比
べ
る
と
、
こ
の
短
編
に
お
け
る
言
葉
へ
の
態
度
は
い
か
に
も
否
定
的
な
も
の
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で
あ
る
。
冒
頭
部
分
で
は
早
く
も
、
言
葉
は
瞬
時
に
死
ん
で
死
臭
を
放
ち
、「
僕
」
の
体
に
臭
い
を
移
す
と
さ
れ
、
そ

の
言
葉
は
無
力
で
あ
り
、
そ
し
て
「
無
と
い
う
も
の
は
偽
善
」
で
あ
る
か
ら
、
言
葉
を
呼
び
出
す
の
は
偽
善
に
ほ
か

な
ら
な
い
と
語
ら
れ
る
。「
無
と
い
う
も
の
は
偽
善
だ
、
と
こ
と
ば
は
僕
に
言
う
。
お
前
に
そ
れ
が
わ
か
ら
ん
わ
け
も

な
か
ろ
う
。
深
い
土
の
底
か
ら
俺
を
呼
び
起
こ
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
お
前
の
中
の
偽
善
だ
」。
作
中

で
は
「
街
」
の
壁
も
ま
た
、「
忘
れ
た
方
が
良
い
。
お
前
が
そ
こ
か
ら
得
る
も
の
は
絶
望
だ
け
だ
」（
原
文
ゴ
シ
ッ
ク

体
）、「
こ
と
ば
だ
よ
」（
同
）、「
お
前
の
語
っ
て
い
る
の
は
た
だ
の
こ
と
ば
だ
」（
同
）
と
さ
れ
、
言
葉
で
作
ら
れ
た

「
街
」
に
何
も
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
。
無
こ
そ
が
、
こ
の
短
編
の
基
調
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
。

さ
ら
に
、
老
人
が
夜
に
見
る
亡
霊
じ
み
た
女
の
横
顔
も
ま
た
、「
何
も
な
い
。
無
だ
。
完
璧
な
無
だ
」
と
言
わ
れ
る
。

こ
れ
は
、
い
わ
ば
「
顔
の
な
い
女
」
で
あ
る
。
無
と
は
、
死
・
絶
望
・
手
遅
れ
の
表
徴
で
あ
る
。
言
葉
が
無
力
で
あ

り
、
ま
た
無
を
言
葉
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
言
葉
を
介
在
さ
せ
た
共
鳴
は
決
し
て
完
成
さ
れ
な
い
。

言
い
換
え
れ
ば
、
い
く
ら
直
子
の
郷
里
の
駅
を
訪
ね
た
と
こ
ろ
で
、
あ
る
い
は
、
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
的
な
冥
界
巡
り
を

企
て
た
と
こ
ろ
で
、
畢
竟
、
死
者
は
死
ん
だ
の
で
あ
り
、
言
葉
に
よ
っ
て
死
者
と
共
鳴
す
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
、
他

者
と
共
鳴
す
る
こ
と
は
見
果
て
ぬ
夢
で
し
か
な
い
。
死
者
と
他
者
の
重
ね
ら
れ
る
こ
と
が
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な

壁
」
の
あ
の
錯
綜
し
た
構
造
の
楔
子
で
あ
り
、
同
じ
も
の
が
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
保
証
の
な
い
こ
と
と
、
一
切
何
も
で
き
な
い
こ
と
と
は
違
う
だ
ろ
う
。
否
定
的
で
は
あ
っ
て
も
、
決

し
て
言
葉
を
全
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
と
生
と
言
葉
に
ま
つ
わ
る
そ
の
よ
う
な
究
極
の
、
限
界
的
な
場
所

に
お
い
て
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
の
言
葉
は
発
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
短
編
を
最
大
限
に
再
評
価
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
の
問
題
を
突
き
詰
め
た
村
上
の
作
品
は
、
他
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
は
し
が
き
」
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、『
騎
士
団
長
殺
し
』
の
「
プ
ロ
ロ
ー
グ
」
に
は
、「
顔
の
な
い

女
」
な
ら
ぬ
「
顔
の
な
い
男
」
と
「
私
」
と
の
や
り
取
り
が
語
ら
れ
て
い
る
。
午
睡
か
ら
目
覚
め
た
時
、「
顔
の
な
い

男
」
が
現
れ
、
肖
像
画
を
描
く
よ
う
「
私
」
に
希
望
す
る
が
、「
顔
を
持
た
な
い
人
の
肖
像
」
を
描
く
こ
と
が
で
き
な

い
た
め
、「
私
」
は
異
界
の
川
で
彼
に
渡
し
た
ま
り
え
の
ペ
ン
ギ
ン
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
い
つ
か
は
無
の
肖
像
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
一
人
の
画
家
が
『
騎
士
団
長
殺

し
』
と
い
う
絵
を
描
き
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
。
し
か
し
そ
れ
ま
で
に
私
は
時
間
を
必
要
と
し
て
い
る
。
私

は
時
間
を
味
方
に
つ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
」。
こ
こ
に
言
う
「
顔
の
な
い
男
」
や
「
無
の
肖
像
」
は
、
そ
の
三
七
年

前
に
発
表
さ
れ
た
「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
に
よ
っ
て
、「
顔
の
な
い
女
」
や
言
葉
と
無
に
関
す
る
行
文
と
し
て

完
璧
に
先
取
り
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
お
け
る
言
葉
に
対
す
る
否
定
的
な
言
説
は
、
そ
れ
が
無
と
直
接
あ
い
対
峙
す

る
が
ゆ
え
の
こ
と
だ
ろ
う
。

繰
り
返
す
な
ら
ば
、
無
と
は
死
・
絶
望
・
手
遅
れ
の
表
徴
で
あ
り
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
、
言
い
換
え
れ

ば
、
死
者
と
共
鳴
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
死
者
の
死
に
対
す
る
悔
恨
や
自
責
の
念
は
、
決
し
て
救
済
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
こ
と
の
表
徴
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
騎
士
団
長
殺
し
』
は
、「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
の
突
き
放
し
た
否
定

的
な
感
触
と
は
異
な
り
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
可
能
性
を
付
け
加
え
て
い
る
。
確
か
に
共
鳴
は
保
証
さ
れ
な
い
。
だ
が
、

そ
の
志
向
を
持
続
す
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
だ
。
時
間
を
味
方
に
つ
け
る
と
は
、
無
為
に
で
は
な
く
生
き
続
け
る
こ

と
で
あ
る
。「
お
ま
え
が
行
動
す
れ
ば
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
関
連
性
が
生
ま
れ
て
い
く
」
と
も
、「
顔
の
な
い
男
」
は
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言
う
。
行
動
に
は
言
葉
も
含
ま
れ
る
。
仮
に
言
葉
を
断
念
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
為
の
生
と
は
な
ら
な
い
。
要
す

る
に
、
共
鳴
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
そ
れ
自
体
が
持
続
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
の
で
あ
り
、『
騎
士
団
長
殺
し
』
は

そ
の
点
を
冒
頭
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
に
お
い
て
強
調
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
か
ら

の
い
わ
ば
進
歩
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
冥
界
巡
り
の
通
過
儀
礼
に
は
癒
や
し
の
効
果
が
あ
り
、『
騎
士
団
長
殺

し
』
は
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
の
暗
示
を
含
め
て
、
や
は
り
癒
や
し
の
小
説
な
の
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、「
街
と
、
そ

の
不
確
か
な
壁
」
に
お
け
る
露
骨
な
ま
で
の
否
定
性
を
孕
む
言
葉
も
ま
た
、
原
初
的
な
表
現
と
し
て
重
視
す
べ
き
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
村
上
春
樹
の
営
為
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
こ
の
四
〇
年
の
時
を
経
て
も
、
強
力
に

持
続
さ
れ
て
き
た
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
村
上
春
樹
を
読
む
際
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
広
く
見
ら
れ
る
あ
る
固
定
観
念
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
か
ら
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
へ
の
転
回
と
さ
れ
る
事
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
比
較
的
早
い
時
期
に
指
摘
し
た◉

21

。
す
な
わ
ち
、
村
上
自
身
が
『
村
上

春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』（
一
九
九
六
・
一
二
、
岩
波
書
店
）
に
お
い
て
、「
そ
れ
と
、
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
（
か

か
わ
り
）
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
最
近
よ
く
考
え
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
小
説
を
書
く
と
き
で
も
、
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
と
い
う
こ
と
が
ぼ
く
に
と
っ
て
は
も
の
す
ご
く
大
事
に
な
っ
て
き
た
。
以
前
は
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
（
か
か
わ
り

の
な
さ
）
と
い
う
の
が
ぼ
く
に
と
っ
て
は
大
事
な
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す
が◉

22

」
と
述
べ
る
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
作

家
の
言
と
し
て
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
以
前
の
村
上
の
作
品
が
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
で
な
い

と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
、“com

m
itm

ent ”

は“detachm
ent ”

の
対
義
語
で
は
な
い
。“D
etachm

ent ”

（
無
関
心
・
冷
淡
）
の
対
義
語
は“attachm

ent ”

（
愛
着
）
で
あ
り
、
村
上
の
描
き
続
け
て
き
た
「
愛
着
障
害
」（attachm

ent 

disorder

）
こ
そ
が“detachm

ent ”

の
同
義
語
に
近
い
。
加
え
て
、「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
が
サ
ル
ト
ル
の
「
ア
ン
ガ

ー
ジ
ュ
マ
ン
」（engagem

ent

）
の
訳
語
で
あ
る
と
し
て
も
、「
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
」
は
決
し
て
単
純
な
社
会
参
加

を
意
味
し
な
い
。

平
井
啓
之
は
「
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
」
を
、「
人
間
の
全
体
性
、
全
体
化
に
か
か
わ
る
観
念
」
と
指
摘
し
た◉

23

。
そ
こ

ま
で
原
義
的
な
「
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
」
で
は
な
い
に
し
て
も
、「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
が
現
代
人
の
生
全
体
に
関
わ

る
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
村
上
は
彼
自
身
の
言
う
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
を
描
い
て
い
た
時
代
に
も
、
い

な
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
上
な
く
「
コ
ミ
ッ
ト
」
し
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
デ
タ
ッ
チ

メ
ン
ト
」
は
、
人
が
人
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
と
人
と
が
疎
隔
し
、
共
鳴
を
志
向
し
つ
つ
共
鳴
で
き
な
い
状

態
、
す
な
わ
ち
共
鳴
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
そ
の
も
の
を
指
す
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
こ
こ
に

述
べ
た
よ
う
に
持
続
し
て
き
た
と
す
る
な
ら
ば
、
村
上
は
現
在
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
の
作

家
で
あ
り
、
同
時
に
そ
の
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
、「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
の
作
家
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
は
、
そ
れ
そ
の
も
の
が
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
で
も
あ
る
の
だ
。
ち
な
み
に
、
加
藤
典
洋
は
平

井
の
論
も
引
用
し
つ
つ
、
筆
者
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
が
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
と
も
な
る

こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る◉

24

。

「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
か
ら
「
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
へ
、
よ
り
も
、
む
し
ろ
、「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
か
ら
「
エ
ン

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
」
へ
、
の
方
が
、
事
態
を
正
確
に
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
両
者
も
ま
た
対
立
関
係
に
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は
な
い
。
つ
ま
り
、「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
の
周
り
を
覆
う
よ
う
に
、
小
説
を
複
雑
に
、
豊
か
に
す
る
技
能
を
身
に
つ

け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
か
ら
「
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
」
へ
は
、
す
な
わ
ち
ま
さ
し
く

「
街
と
、
そ
の
不
確
か
な
壁
」
か
ら
『
騎
士
団
長
殺
し
』
へ
、
と
い
う
大
き
な
流
れ
に
重
な
る
。
こ
こ
で
は
、「
エ
ン

タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
」
を
否
定
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
だ
が
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
や

『
1 

Q 

8 

4
』（
二
〇
〇
九
・
五
、
二
〇
一
〇
・
四
、
新
潮
社
）
や
『
騎
士
団
長
殺
し
』
の
い
か
に
も
巧
み
に
し
つ
ら
え
ら

れ
た
物
語
の
中
に
も
、「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
の
要
素
は
核
心
部
分
と
し
て
存
在
す
る
。
あ
え
て
言
え
ば
、
村
上
の
文

学
は
初
め
か
ら
今
ま
で
変
わ
っ
て
い
な
い
。
村
上
春
樹
の
文
学
が
、
共
鳴
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
核
心
と
す
る
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
今
で
も
「
デ
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
」
の
文
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
剝
き
出
し

の
ま
ま
に
さ
れ
、
そ
れ
そ
の
も
の
が
前
面
に
出
さ
れ
て
い
た
初
期
作
品
以
上
に
、
村
上
小
説
の
原
初
的
な
姿
を
ま
ざ

ま
ざ
と
見
せ
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。


