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● 

「
北
斗
」（
愛
知
県
）
５
４
７
号
・
５
４
８
号

　

５
４
７
号
「
捜
査
二
課
」（
棚
橋
鏡
代
）
は
、
警
察
の
取
り

調
べ
が
強
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
。
こ
の
強
烈

な
迫
真
性
は
、お
そ
ら
く
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、

警
察
の
取
り
調
べ
の
一
面
を
確
か
に
切
り
取
っ
て
い
る
。
全
体

が
過
去
を
想
起
す
る
形
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
時
間
的
隔
た

り
の
う
ち
に
オ
ブ
ラ
ー
ト
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
惜
し
ま

れ
る
が
、
取
り
調
べ
の
場
面
は
強
烈
に
残
る
。
文
学
作
品
と
し

て
の
形
に
は
な
り
に
く
い
が
、
そ
の
シ
ー
ン
は
い
つ
ま
で
も
実

生
活
の
な
か
の
一
つ
の
体
験
と
し
て
読
み
手
の
中
に
刻
ま
れ
る

作
品
で
あ
る
。

　

５
４
８
号
「
カ
プ
セ
ル
・
タ
イ
ム
」（
大
西
亮
）
は
狭
い
空

間
に
閉
じ
こ
も
る
習
癖
の
あ
る
男
の
物
語
で
、
現
代
の
個
の
形

を
、
閉
じ
こ
も
る
小
空
間
へ
の
偏
執
と
し
て
展
開
し
て
い
く
と

こ
ろ
に
強
く
引
き
つ
け
ら
れ
る
。
閉
所
へ
の
好
み
が
嵩
じ
て
、

カ
プ
セ
ル
を
自
分
で
わ
ざ
わ
ざ
特
別
注
文
し
、
生
息
空
間
と
し

て
そ
こ
に
閉
じ
こ
も
る
が
、
最
後
は
そ
の
卵
カ
プ
セ
ル
に
逆
に

閉
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。内
鍵
の
暗
唱
番
号
を
忘
れ
て
、

死
の
恐
怖
と
予
感
と
と
も
に
孵
化
を
な
お
夢
見
る
と
こ
ろ
で
終

わ
っ
て
い
る
。
人
間
に
は
、
た
し
か
に
狭
い
所
に
閉
じ
こ
も
り

た
い
子
宮
回
帰
の
よ
う
な
願
望
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ず
、
他
者

と
の
軋
轢
が
よ
り
過
重
に
な
っ
て
い
る
現
在
、
外
部
を
遮
断
し

て
個
の
殻
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
っ
て
じ
っ
と
し
て
い
た
い
、
個

の
癒
し
の
よ
う
な
願
望
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
小
説

は
現
代
の
な
か
に
傷
つ
き
や
す
い
個
の
あ
り
さ
ま
を
一
つ
の
象

徴
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
く
れ
る
。
途
中
や
や
冗
漫
に
な

っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
閉
じ
こ
も
り
願
望
へ
の
現
代
の
一

面
を
よ
く
表
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
付
記
は
余
計
だ
っ
た

が
、
優
れ
た
作
品
で
あ
る
。

　

清
水
信
氏
の
「
土
曜
会
５
０
周
年
」
は
、
半
世
紀
の
継
続
の

軌
跡
が
、
一
つ
の
王
道
を
表
す
厚
み
を
感
じ
さ
せ
る
。
中
部
地

方
の
今
日
の
同
人
雑
誌
の
隆
盛
は
こ
う
し
た
厚
み
の
上
に
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
さ
せ
る
。
人
間
の
行
為
の
積
み
重
ね

の
真
の
輝
き
を
、
静
か
な
あ
た
た
か
い
土
壌
と
し
て
感
受
さ
せ

ら
れ
る
回
想
で
あ
る
。

●
「
米
子
文
学
」（
鳥
取
県
）
５
３
号

「
米
子
文
学
」
に
は
、
同
人
諸
氏
が
書
く
こ
と
を
心
か
ら
楽
し

ん
で
い
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
あ
ま
り
作
品
の
形
や
細
部

に
こ
だ
わ
ら
ず
、
奔
放
に
筆
の
お
も
む
く
ま
ま
に
書
き
綴
っ
て

い
る
喜
び
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
う
い
う
あ
り
方
も
文
芸
を
楽

し
む
一
つ
の
態
度
で
あ
ろ
う
。
こ
だ
わ
り
を
捨
て
た
お
お
ら
か

な
姿
勢
は
、
同
人
会
の
あ
た
た
か
さ
、
和
や
か
さ
も
滲
ん
で
く

る
よ
う
だ
。

「
余
命
」（
野
坂
喜
美
）
は
脳
梗
塞
に
よ
っ
て
夫
婦
を
振
り
返

る
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
そ
の
性
の
振
り
返
り
も
お
お
ら
か
で
微

笑
ま
し
い
。
そ
れ
が
脳
梗
塞
や
ポ
リ
ー
プ
の
老
い
の
影
を
も
吹

き
飛
ば
し
て
い
る
。
こ
の
姿
勢
は
「
そ
ん
な
蝶
な
ん
て
」（
高

橋
亮
）
に
も
見
え
る
し
、「
大
物
」（
拝
藤
昇
一
）
に
も
感
じ

ら
れ
る
。「
大
物
」
の
素
朴
な
構
成
は
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
逆

に
ぶ
っ
切
り
の
肉
料
理
を
鍋
ご
と
出
さ
れ
た
よ
う
な
快
感
も
あ

る
。

　

こ
の
同
人
誌
に
は
連
載
が
多
い
の
も
、
書
く
こ
と
を
楽
し
ん

で
い
る
こ
と
の
表
れ
だ
ろ
う
。
巻
頭
の
「
大
い
な
る
懐
に
抱
か

れ
て
」（
む
と
う
都
真
子
）、「
理
想
郷
」（
井
畑
美
代
子
）、
さ

わ
や
か
な
剣
道
修
行
の
青
春
を
描
い
た
「
水
色
の
季
節
」（
南

家
久
光
）、「
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
疑
惑
」（
能
登
路
享
）
な
ど
ゆ
っ

た
り
と
し
た
筆
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

エ
ッ
セ
イ
は
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
て
豊
か
で
あ
る
。「
葦

の
ズ
イ
か
ら
中
国
の
ぞ
く
」（
廣
瀬
虔
一
郎
）
は
一
つ
の
文
化

考
察
を
味
よ
く
繰
り
広
げ
て
い
て
、
お
も
し
ろ
い
。「
マ
ー
ジ

ャ
ン
」「
先
生
」の
項
目
な
ど
詳
細
で
か
つ
目
を
開
か
れ
る
。「
オ

ー
ロ
ラ
を
求
め
て
」（
中
本
从
江
）
は
、
ツ
ア
ー
と
は
い
え
貴

重
な
体
験
。

　

一
昔
前
な
ら
日
本
人
に
は
と
う
て
い
で
き
な
い
体
験
が
、
そ

の
気
に
な
れ
ば
得
ら
れ
る
時
代
。
こ
の
感
動
を
大
切
に
し
、
こ

う
し
た
文
章
に
し
て
知
ら
せ
て
ほ
し
い
。

　

歴
史
評
伝
「
日
野
郡
生
ま
れ
の
志
士
／
富
田
織
部
」（
森
谷

篁
一
郎
）
も
よ
く
調
べ
て
あ
っ
て
、
地
元
で
な
け
れ
ば
書
け

な
い
き
め
細
か
い
筆
致
で
、
幕
末
の
日
本
の
政
治
の
動
き
と
よ

く
重
ね
て
一
人
の
志
士
の
像
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
地

味
だ
が
、
こ
う
い
う
文
章
は
一
つ
の
文
化
財
産
と
し
て
蓄
積
さ

れ
て
い
く
べ
き
価
値
も
有
し
て
い
る
。
大
事
に
し
て
も
ら
い
た

い
。

●
「
九
州
文
学
」（
福
岡
県
）
５
２
３
・
５
２
４
号

　

新
編
集
長
波
佐
間
義
之
氏
を
中
心
と
す
る
第
七
期
と
い
う
新

体
制
で
の
一
号
・
二
号
で
、
火
野
葦
平
を
は
じ
め
芥
川
賞
・
直

木
賞
受
賞
作
を
数
多
く
生
み
出
し
た
伝
統
は
い
ま
だ
に
息
づ
い

て
い
る
。
二
号
三
五
六
ペ
ー
ジ
は
商
業
文
芸
誌
に
も
ひ
け
を
と

ら
な
い
ボ
リ
ュ
ー
ム
で
、
内
容
も
充
実
し
て
い
る
。
特
に
「
ど

く
だ
み
」（
波
佐
間
義
之
）
は
い
い
。
詩
の
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン

タ
ー
で
主
人
公
の
陽
一
と
親
し
く
な
る
、
和
江
と
い
う
副
主
人

公
が
、
鮮
烈
。
恋
愛
ス
ト
ー
リ
ー
の
背
後
を
カ
ネ
ミ
油
症
事
件

が
広
が
っ
て
い
く
。黒
い
皮
膚
で
産
ま
れ
る「
コ
ー
ラ
ベ
ビ
ー
」

の
話
や
、
そ
の
薬
の
た
め
の
「
ど
く
だ
み
」
の
に
お
い
が
自
然

に
ス
ト
ー
リ
ー
に
流
れ
込
み
、
素
直
な
筆
致
が
主
人
公
の
素
朴

さ
と
マ
ッ
チ
し
て
、
し
だ
い
に
カ
ネ
ミ
油
症
事
件
の
深
刻
な
実

態
が
暴
か
れ
て
い
く
。
企
業
の
公
害
問
題
を
事
件
と
し
て
の
社

会
的
広
が
り
か
ら
追
及
す
る
の
で
は
な
く
、
副
主
人
公
の
女
性

の
生
身
と
生
存
を
通
し
て
描
く
文
学
の
手
綱
を
最
後
ま
で
引
き

締
め
て
い
る
点
は
評
価
で
き
る
。
肉
体
を
許
さ
な
い
ま
ま
続
く

関
係
は
、「
カ
ネ
ミ
に
殺
さ
れ
た
の
よ
」「
あ
た
し
も
油
症
二
世

な
の
よ
」と
い
う
告
白
の
夜
初
め
て
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

油
症
に
よ
る
性
的
未
熟
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
な
る
そ
の
夜
の

で
き
ご
と
か
ら
、
一
転
し
て
和
江
は
失
踪
し
、
や
が
て
自
殺
死

体
と
し
て
陽
一
の
前
に
現
れ
る
。
両
親
も
油
症
事
件
で
死
に
、

墓
も
持
て
な
い
和
江
の
骨
を
、
細
か
く
砕
い
て
自
殺
し
た
山
の

斜
面
の
ど
く
だ
み
の
草
の
上
に
散
骨
す
る
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
も
秀

逸
で
あ
る
。
文
章
密
度
は
も
う
一
つ
の
感
だ
が
、
内
容
の
重
さ

と
人
間
の
描
き
方
の
的
確
さ
を
称
揚
し
た
い
。

「
水
、
ぬ
る
む
」（
田
部
浩
二
）
は
友
人
の
住
居
が
人
手
に
渡

る
こ
と
か
ら
掘
り
起
こ
し
て
、
娘
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
買
い
替

え
を
め
ぐ
っ
て
見
え
て
く
る
バ
ブ
ル
期
の
経
済
喪
失
感
を
描
き

出
し
て
い
る
。「
年
寄
り
は
金
持
ち
だ
、
役
に
立
た
な
い
金
を

老
人
は
死
蔵
し
て
い
る
、
も
っ
た
い
な
い
、
少
し
は
が
し
て
や

れ
、
そ
れ
で
振
り
込
め
詐
欺
、
信
用
取
引
、
ま
ん
ま
と
裸
に
す
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る
」
と
い
う
捉
え
方
は
、
一
つ
の
真
実
を
突
い
て
い
る
。
こ
う

い
う
素
材
は
小
説
に
す
る
に
は
難
し
い
が
、
よ
く
作
品
化
し
て

い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
か
こ
の
文
章
も
情
緒
を
抜
き
に
し
て
ス

テ
ッ
プ
を
踏
む
よ
う
な
早
い
足
取
り
で
進
ん
で
い
く
空
洞
感
が

否
め
な
い
が
、
逆
に
言
え
ば
バ
ブ
ル
崩
壊
や
財
産
喪
失
と
い
う

テ
ー
マ
に
は
合
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
う
一
つ
付
け

加
え
た
い
の
は
、
老
人
は
こ
の
よ
う
な
お
金
持
ち
ば
か
り
で
は

な
く
、
む
し
ろ
厚
生
年
金
を
受
け
て
い
な
い
よ
う
な
老
人
は
極

貧
で
、
老
年
に
な
っ
て
貧
富
の
差
は
目
を
覆
い
た
く
な
る
ほ
ど

激
し
く
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
の
が
日
本
の
現
状
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
。

　

巻
末
の
古
代
史
考
「
大
国
主
命
の
出
雲
征
圧
」（
神
尾
正
武
）

は
壮
大
な
古
代
ロ
マ
ン
で
、
い
つ
も
な
が
ら
こ
の
大
胆
な
展
開

は
感
心
さ
せ
ら
れ
る
が
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
で
お
な
じ
み
の

人
物
が
、
あ
ま
り
に
う
ま
く
中
国
古
代
史
の
記
述
と
符
合
し
て

戦
い
を
繰
り
広
げ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
う
だ
と
断
定
し
て
し
ま
っ

て
い
い
の
か
、
や
や
疑
問
も
残
る
。
小
説
ロ
マ
ン
と
し
て
な
ら

楽
し
く
お
も
し
ろ
く
読
め
る
が
、
古
代
史
考
と
し
て
の
論
述
で

あ
る
な
ら
ば
、も
う
少
し
脇
を
固
め
る
必
要
も
あ
る
気
が
し
た
。

た
だ
中
国
な
ど
当
時
の
ア
ジ
ア
世
界
の
関
係
を
一
歩
踏
み
込
ん

で
考
え
て
い
る
点
は
評
価
さ
れ
る
。

●
「
渤
海
」（
富
山
県
）
５
４
・
５
５
号

「
風
景
│
│
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
皮
袋
│
│
」（
山
口
馨
）
は
、
老

年
を
迎
え
る
主
人
公
の
透
明
な
遠
望
感
が
、
澄
ん
だ
結
晶
感
を

帯
び
て
い
て
、
そ
の
底
に
奏
で
ら
れ
る
諦
念
の
ト
ー
ン
が
風
景

を
美
し
く
流
し
て
い
る
。
孤
独
な
遠
望
感
の
な
か
で
出
会
う
少

年
の
み
ず
み
ず
し
い
話
、
限
り
な
く
物
語
が
湧
き
出
し
て
く
る

イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
皮
袋
の
挿
話
に
、
そ
の
諦
念
が
一
つ
の
再
生
と

し
て
の
輝
き
を
帯
び
て
き
ら
め
い
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作

品
の
読
後
感
の
よ
さ
が
あ
る
。
見
ず
知
ら
ず
の
少
年
と
の
心
の

交
わ
り
の
中
に
こ
そ
天
空
へ
の
飛
翔
感
が
得
ら
れ
る
。
老
い
は

老
い
と
し
て
衰
え
て
い
く
ば
か
り
で
は
な
い
、
あ
る
み
ず
み
ず

し
い
も
の
へ
の
融
合
へ
の
序
曲
で
も
あ
る
よ
う
な
、
美
し
い
ひ

ろ
が
り
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
山
口
馨
氏
は
一
貫
し
て
こ
の

メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
で
連
作
を
続
け
て
い
る
が
、
そ
の
大
き
な
意

図
は
ま
だ
部
分
的
に
し
か
見
え
な
い
も
の
の
、
陰
影
の
深
い
文

章
か
ら
紡
ぎ
出
さ
れ
て
く
る
人
間
の
世
界
は
、
雪
国
の
白
い
世

界
に
通
じ
る
純
潔
な
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
つ
一
つ
の
作
品

と
し
て
見
る
な
ら
、
５
５
号
の
「
後
夜
」
よ
り
「
イ
ヌ
イ
ッ
ト

の
皮
袋
」
の
ほ
う
が
結
晶
感
が
強
い
。

「
渤
海
」
は
ど
の
作
品
も
端
正
で
、
文
章
も
か
な
り
鍛
え
ら
れ

て
い
る
密
度
を
感
じ
る
。
着
想
も
平
凡
で
は
な
く
、
問
題
意
識

も
高
い
。
５
５
号
の
「
君
子
豹
変
│
小
林
秀
雄
の
こ
と
│
」（
上

田
千
之
）
は
、
大
胆
に
も
小
林
秀
雄
と
い
う
「
昭
和
文
壇
の
教

祖
」を
戦
争
協
力
に
よ
る
犯
罪
性
の
立
場
か
ら
点
検
し
て
い
る
。

こ
の
果
敢
さ
は
注
目
し
て
い
い
。
確
か
に
小
林
秀
雄
は
、
戦
争

中
の
こ
と
を
振
り
返
る
時
、
歯
切
れ
が
悪
い
。「
僕
は
馬
鹿
だ

か
ら
反
省
な
ど
し
な
い
」
と
い
う
戦
後
の
態
度
の
転
換
を
居
直

り
で
表
出
す
る
側
面
は
、
小
林
の
弱
点
で
あ
る
と
同
時
に
日
本

の
文
化
そ
の
も
の
の
弱
点
で
も
あ
る
。
論
及
の
鋭
さ
は
確
か
に

問
題
に
一
太
刀
浴
び
せ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
を
や
る
な
ら
、

も
っ
と
問
題
は
大
き
く
広
が
り
、
戦
後
の
日
本
の
文
化
の
足
場

そ
の
も
の
に
も
論
及
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
の
大
き
さ

を
宿
し
て
い
る
。
文
化
人
の
東
京
裁
判
を
自
ら
の
手
で
や
る
覚

悟
が
必
要
に
な
る
。
そ
う
い
う
眼
で
見
る
と
き
、「
真
珠
湾
攻

撃
の
と
き
、
ア
メ
リ
カ
の
空
母
は
す
べ
て
出
払
っ
て
い
た
」
程

度
の
認
識
で
は
あ
ま
り
に
も
足
り
な
い
気
が
す
る
。
終
戦
の
事

情
も
把
握
が
浅
い
。
こ
う
い
う
理
由
か
ら
か
、
小
林
の
晩
年
の

作
「
本
居
宣
長
」
へ
の
論
及
も
深
い
所
に
及
ば
な
い
歯
痒
さ
が

あ
る
。
一
太
刀
は
確
か
に
浴
び
せ
た
も
の
の
、
深
手
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
惜
し
ま
れ
る
。

●
「
ふ
く
や
ま
文
学
」（
広
島
県
）
２
０
号

「
魚
の
時
間
」（
中
山
茅
集
子
）
は
「
プ
ー
ル
の
中
を
歩
き
始

め
た
時
か
ら
女
は
魚
に
な
る
」
と
い
う
鮮
や
か
な
書
き
出
し
。

随
所
に
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
、
切
れ
の
い
い
表
現
が
あ
る
。「
街

を
歩
き
な
が
ら
、
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ー
に
映
る
姿
か
ら
抜
け
出

し
て
プ
ー
ル
に
や
っ
て
く
る
の
は
、
人
で
は
な
い
魚
に
な
る
た

め
。永
遠
に
年
を
と
ら
な
い
と
い
う
伝
説
の
人
魚
に
な
る
た
め
」

な
ど
、
わ
か
り
や
す
く
、
詩
的
で
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
の
膨
ら
み

が
あ
る
。魚
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
肉
体
の
う
ち
に
、老
い
も
、

水
に
ま
つ
わ
る
傷
の
深
い
過
去
も
、
透
明
感
を
帯
び
て
蘇
っ
て

く
る
。
過
去
を
も
人
生
を
も
魚
と
し
て
泳
ぎ
生
き
る
み
ず
み
ず

し
い
清
涼
感
が
、
水
面
に
揺
れ
る
波
模
様
の
重
な
り
と
な
っ
て

命
を
映
し
て
く
る
。
明
晰
な
イ
メ
ー
ジ
の
残
る
作
品
で
あ
る
。

優
秀
作
と
し
て
多
く
の
人
に
読
ん
で
も
ら
う
価
値
が
あ
る
と
思

う
。

「
ふ
く
や
ま
文
学
」
は
「
月
の
骨
」（
北
島
去
男
）「
火
葬
場
か

ら
眺
め
る
」（
鈴
木
富
太
郎
）
な
ど
イ
メ
ー
ジ
の
豊
か
な
作
品

が
多
い
。
詩
も
「
源
流
か
ら
海
へ
」（
伊
藤
伸
太
朗
）
な
ど
し

っ
か
り
し
た
彫
拓
感
を
伴
っ
て
い
る
。
レ
ベ
ル
が
高
い
。

●
「
カ
プ
リ
チ
オ
」（
東
京
都
）
２
６
号

「
カ
プ
リ
チ
オ
」
は
セ
ン
ス
の
い
い
雑
誌
で
、
表
紙
や
イ
ラ
ス

ト
、レ
イ
ア
ウ
ト
に
都
会
的
な
瀟
酒
な
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
。

バ
ー
コ
ー
ド
が
つ
い
て
い
る
の
も
珍
し
い
。
大
き
な
書
店
で
置

い
て
く
れ
そ
う
な
作
り
で
あ
る
。

「
蜘
蛛
の
部
屋
」（
谷
口
葉
子
）
は
、
出
だ
し
が
秀
逸
だ
。
電

車
の
向
か
い
の
席
に
掛
け
た
老
婆
の
紙
袋
か
ら
細
い
糸
が
揺

れ
、
蜘
蛛
の
存
在
に
気
が
つ
く
。
降
り
る
と
き
眠
っ
て
い
る
老

婆
か
ら
そ
の
蜘
蛛
を
捕
え
て
自
分
の
部
屋
に
連
れ
て
帰
る
。
こ

の
鮮
や
か
な
シ
ー
ン
は
物
語
に
一
気
に
引
き
込
ま
せ
る
。
蜘
蛛

を
部
屋
で
飼
い
な
が
ら
、
主
人
公
の
孤
独
な
生
活
が
展
開
さ
れ

る
。
美
容
院
の
空
疎
な
仕
事
。
恋
人
と
の
乖
離
。
蜘
蛛
の
生
態

を
観
察
し
な
が
ら
、
そ
の
上
に
心
の
深
層
を
重
ね
て
い
く
。
孤

独
感
の
中
で
獲
物
を
捕
え
よ
う
と
す
る
蜘
蛛
の
動
き
を
見
る
眼

差
し
は
、
不
思
議
な
透
明
感
が
あ
る
。
蜘
蛛
の
糸
の
網
と
空
疎

な
生
活
が
、
あ
る
空
間
を
紡
ぎ
出
す
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の

深
い
楽
音
が
あ
る
。
蜘
蛛
が
獲
物
を
捕
え
る
そ
こ
に
主
人
公
の

殺
意
や
破
壊
感
に
つ
な
が
る
凄
み
も
出
せ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
作
者
は
そ
こ
ま
で
は
迫
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
都
会
の
モ

ノ
ク
ロ
の
生
活
空
間
の
渋
い
味
が
色
濃
い
陰
影
を
深
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
瀟
酒
さ
が
、
少
女
の
よ
う

な
感
受
性
を
ひ
ろ
げ
て
も
い
る
。
逆
に
も
う
一
つ
何
か
を
書
き

込
め
た
か
も
し
れ
な
い
と
物
足
り
な
さ
も
残
る
こ
と
は
残
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
女
性
の
都
会
で
の
空
疎

で
し
か
し
何
か
美
し
い
、
味
の
あ
る
モ
ノ
ト
ー
ン
の
生
活
空
間
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を
造
形
し
た
成
果
は
賞
揚
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

「
鳩
子
」（
万
リ
ー
）
は
命
を
救
わ
れ
た
鳩
が
人
間
に
な
っ
て

恩
返
し
に
来
る
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ユ
ー
モ
ア
溢

れ
る
個
性
が
抽
象
的
な
直
接
性
を
も
っ
て
動
い
て
い
る
の
が
い

い
。
こ
の
作
者
独
特
の
手
腕
で
、
こ
こ
に
は
何
か
が
あ
る
。
現

代
の
や
り
き
れ
な
さ
に
対
す
る
と
ぼ
け
た
あ
た
た
か
み
が
匂
っ

て
い
る
。
こ
う
い
う
も
の
を
造
形
す
る
時
の
筆
者
の
筆
は
、
す

で
に
完
成
さ
れ
て
い
て
、
こ
う
い
っ
た
も
の
で
一
つ
の
ま
と
ま

っ
た
本
に
し
て
い
い
力
量
を
備
え
て
い
る
。
新
人
賞
と
か
華
や

か
な
賞
は
取
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
い
う
も
の
は

気
に
し
な
い
で
書
き
続
け
て
い
け
ば
い
い
。
こ
こ
に
あ
る
一
つ

の
味
は
、
得
難
い
も
の
だ
し
、
作
者
で
な
け
れ
ば
表
出
で
き
な

い
世
界
を
す
で
に
形
作
っ
て
い
る
。
自
分
の
味
を
大
事
に
し
、

保
持
し
て
し
っ
か
り
膨
ら
ま
せ
て
い
け
ば
、
い
つ
か
注
目
を
浴

び
る
時
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
分
の
個
性
に
自
信
を
持
っ

て
大
切
に
し
て
ほ
し
い
。

●
「
槐
」（
千
葉
県
）
２
５
号

「
そ
れ
ぞ
れ
の
深し
ん
く紅
」（
遠
野
明は
る

子
）
は
大
腸
癌
か
ら
の
母
の

死
を
見
な
が
ら
、
朝
鮮
か
ら
戻
っ
て
来
た
自
身
の
半
生
を
重
ね

合
わ
せ
て
振
り
返
る
ス
ト
ー
リ
ー
だ
が
、
淡
々
と
し
た
筆
の
下

に
、
抑
制
さ
れ
引
き
絞
ら
れ
た
言
葉
の
根
が
し
っ
か
り
地
に
食

い
込
ん
で
い
る
強
さ
が
あ
る
。
こ
の
低
い
リ
ズ
ム
が
い
い
。
そ

れ
は
あ
る
歴
史
を
越
え
て
生
き
抜
い
て
来
た
強
さ
に
繋
が
っ
て

い
る
。
紅
と
い
う
口
紅
の
色
に
、
母
や
自
分
や
周
囲
の
女
性
た

ち
に
、
女
と
し
て
の
輝
き
や
苦
し
み
を
重
ね
見
る
と
こ
ろ
に
、

あ
る
妖
婉
さ
が
息
づ
い
て
い
る
。
こ
こ
に
こ
の
作
品
の
主
根
が

あ
る
。
口
紅
が
時
を
越
え
、
歴
史
を
越
え
て
な
お
艶
か
し
い
光

を
見
せ
る
気
配
が
、
残
影
と
し
て
揺
れ
る
。
や
や
後
半
冗
漫
に

な
っ
て
、
幾
分
短
く
し
た
方
が
引
き
締
ま
っ
た
か
と
も
思
わ
れ

る
が
、
作
品
の
到
達
点
と
し
て
の
結
実
が
感
じ
ら
れ
る
。

●
「
火
山
地
帯
」（
鹿
児
島
県
）
１
５
３
号

「
火
山
地
帯
」
も
伝
統
の
重
み
の
感
じ
ら
れ
る
誌
で
、
鍛
え
ら

れ
た
密
度
が
あ
る
。

「
ウ
グ
ナ
ヤ
ン
」（
園
田
信
男
）
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
舞
台
に
、

過
去
の
戦
争
の
傷
跡
と
貧
困
を
重
ね
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ

る
救
済
に
希
望
の
道
を
見
出
そ
う
と
す
る
物
語
で
、
そ
れ
な
り

に
お
も
し
ろ
く
読
め
る
が
、
戦
争
の
懐
古
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
貧

困
の
捉
え
方
、
切
り
込
み
方
が
浅
く
て
、
善
意
に
流
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
戦
争
で
日
本
軍
は
か
な
り
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
を
殺

し
て
い
る
。
戦
争
の
現
実
は
、
も
っ
と
生
々
し
い
も
の
だ
と
思

う
。
私
も
こ
の
方
面
で
の
生
き
残
り
の
元
日
本
兵
の
方
と
バ
ギ

オ
か
ら
ボ
ン
ト
ッ
ク
を
い
っ
し
ょ
に
歩
い
た
が
、
そ
の
凄
惨
さ

は
も
っ
と
具
体
的
な
も
の
で
、
こ
の
文
章
で
は
や
や
物
足
り
な

い
。
ま
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
々
の
貧
困
の
捉
え
方
が
紋
切
り
型

に
な
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
人
の
良
さ
、
明

る
さ
は
日
本
人
に
は
な
い
も
の
と
し
て
魅
力
的
な
も
の
だ
が
、

逆
に
犯
罪
も
多
い
。
そ
の
貧
困
の
構
造
を
た
だ
開
発
途
上
と
い

う
視
点
だ
け
で
見
る
と
助
け
る
者
と
助
け
ら
れ
る
者
と
の
二
つ

の
立
場
し
か
見
え
て
来
な
い
。
こ
う
し
た
見
方
に
立
脚
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
作
品
の
奥
行
き
の
短
さ
が
感
じ
ら
れ
て
し

ま
う
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
生
き
た
人
間
と
し
て
立
ち
上
が
っ
て

こ
な
い
。
筆
者
の
実
直
な
人
柄
が
偲
ば
れ
る
だ
け
に
、
小
説
の

陰
影
に
も
う
一
つ
深
さ
が
望
ま
れ
る
。

「
夜
は
笑
う
」（
立
石
富
生
）
は
、
紡
ぐ
よ
う
な
、
回
転
す
る

歯
車
の
よ
う
な
文
の
つ
な
が
り
の
強
靭
な
リ
ズ
ム
に
は
一
芸
あ

る
の
を
感
じ
た
。
こ
れ
は
か
な
り
の
修
練
を
積
ま
な
い
と
で
き

な
い
文
体
で
、
蓄
積
の
技
量
の
高
さ
を
覚
え
る
。
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
会
社
の
同
僚
の
失
踪
事
件
を
軸
に
展
開
す
る
内
面
の
ド
ラ

マ
は
読
み
ご
た
え
が
あ
る
。
最
後
ま
で
読
ま
せ
て
し
ま
う
筆
力

は
相
当
な
も
の
で
、
緊
張
し
た
会
話
の
や
り
と
り
の
背
後
に
潜

ま
せ
る
心
理
の
深
い
剣
劇
は
底
に
響
い
て
く
る
鋭
さ
が
あ
る
。

し
か
し
、
テ
ー
マ
の
質
が
あ
ま
り
に
あ
り
ふ
れ
て
い
る
。
こ
の

心
理
の
劇
を
真
に
生
か
す
の
は
、
材
料
に
依
存
す
る
こ
と
を
考

え
、
単
に
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
世
界
で
の
破
滅
と
い
う
こ
と
に
終
わ

ら
ず
、
も
っ
と
大
き
な
テ
ー
マ
や
素
材
を
見
つ
け
て
そ
れ
に
向

か
っ
て
緊
張
感
が
収
斂
し
て
い
け
ば
、
こ
の
文
章
の
力
を
さ

ら
に
大
き
く
生
か
せ
る
だ
ろ
う
。
文
章
は
高
度
な
レ
ベ
ル
に
達

し
て
い
る
の
で
、
あ
と
は
材
料
の
選
択
に
か
か
っ
て
い
る
と
思

う
。

●
今
期
の
優
秀
作
は
以
下
の
六
篇
で
あ
る
。

「
風
景
│
│
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
皮
袋
│
│
」（
山
口
馨
「
渤
海
」

５
４
号
）、

「
魚
の
時
間
」（
中
山
茅
集
子
「
ふ
く
や
ま
文
学
」
２
０
号
）

「
蜘
蛛
の
部
屋
」（
谷
口
葉
子
）「
カ
プ
リ
チ
オ
」
２
６
号
）

「
そ
れ
ぞ
れ
の
深
紅
」（
遠
野
明
子
「
槐
」
２
５
号
）

「
カ
プ
セ
ル
・
タ
イ
ム
」（
大
西
亮
「
北
斗
」
５
４
８
号
）

「
ど
く
だ
み
」（
波
佐
間
義
之
「
九
州
文
学
」
５
２
４
号
）

　

準
優
秀
作
は
、「
鳩
子
」（
万
リ
ー
「
カ
プ
リ
チ
オ
」
２
６
号
）

「
捜
査
二
課
」（
棚
橋
鏡
代
「
北
斗
」
５
４
７
号
）「
夜
は
笑
う
」

（
立
石
富
生
「
火
山
地
帯
」
１
５
３
号
）

●
「
文
學
界
」
の
同
人
雑
誌
評
が
今
年
い
っ
ぱ
い
で
打
ち
切
ら

れ
る
。
現
在
の
純
文
学
は
同
人
雑
誌
を
主
な
支
持
基
盤
と
し
て

い
る
。
そ
の
層
に
そ
っ
ぽ
を
向
か
れ
て
低
迷
が
続
い
て
い
る
の

に
、
こ
こ
で
ど
う
い
う
判
断
ミ
ス
か
そ
の
同
人
雑
誌
評
を
打
ち

切
っ
て
し
ま
う
。
自
分
で
自
分
の
足
を
切
っ
て
し
ま
う
の
と
同

じ
だ
。「
文
學
界
」
の
こ
れ
か
ら
が
懸
念
さ
れ
る
が
、
結
果
と

し
て
本
格
的
な
同
人
雑
誌
評
を
や
っ
て
い
る
の
は
「
読
書
人
」

な
ど
ご
く
わ
ず
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
文
芸
思

潮
の
こ
の
欄
に
い
っ
そ
う
の
重
み
が
か
か
っ
て
く
る
の
を
覚
え

る
。
文
芸
復
興
は
、
同
人
雑
誌
と
い
う
基
盤
を
お
ろ
そ
か
に
し

て
は
、
真
の
果
実
は
得
ら
れ
な
い
。
根
を
大
事
に
し
て
初
め
て

花
が
咲
き
、
実
が
な
る
。
同
人
雑
誌
の
再
び
の
興
隆
の
道
こ
そ

が
日
本
文
学
の
再
建
に
つ
な
が
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

●
第
二
回
全
国
同
人
雑
誌
最
優
秀
賞
「
ま
ほ
ろ
ば
賞
」
の
最
終

候
補
作
が
出
そ
ろ
っ
た
。
今
号
に
載
っ
た
「
賀
状
」（
鈴
木
信

一
「
文
芸
東
北
」）「
風
景
│
│
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
皮
袋
│
│
」（
山

口
馨
「
渤
海
」）、「
魚
の
時
間
」（
中
山
茅
集
子
「
ふ
く
や
ま
文

学
」）「
蜘
蛛
の
部
屋
」（
谷
口
葉
子
「
カ
プ
リ
チ
オ
」）「
そ
れ

ぞ
れ
の
深
紅
」（
遠
野
明
子
「
槐
」）、
そ
れ
に
先
号
に
掲
載
さ

れ
た
「
セ
ラ
ピ
ー
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」（
木
戸
順
子
「
弦
」）「
海

辺
の
家
」（
近
藤
勲
公
「
日
田
文
学
」）
の
七
篇
で
あ
る
。
公
開

選
考
会
は
今
年
も
八
月
九
日
の
夏
期
合
宿
で
行
な
わ
れ
る
。
日

帰
り
で
も
い
い
。
積
極
的
に
参
加
し
て
、
自
ら
の
手
で
最
優
秀

賞
を
決
め
て
ほ
し
い
。
公
開
選
考
会
で
の
熱
い
討
議
が
期
待
さ

れ
る
。（
全
国
同
人
雑
誌
振
興
会
・
作
家
集
団「
塊
」五
十
嵐
勉
）

全国同人雑誌評


