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う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
あ
た
り
を
ど
う
処
理
し
て
い
く
か
が

課
題
だ
ろ
う
。

●
「
ざ
い
ん
」（
北
海
道
室
蘭
市
）
13
号

「
ざ
い
ん
」
は
光
城
健
悦
氏
が
発
行
人
と
な
っ
て
い
る
室
蘭
市

の
ハ
イ
レ
ベ
ル
の
文
芸
グ
ル
ー
プ
。
腰
の
座
っ
た
重
量
感
の
あ

る
書
き
手
が
揃
っ
て
い
る
。

「
請
願
巡
査
」（
井
村
敦
）
は
昭
和
初
期
だ
ろ
う
か
、
組
の
近

代
化
と
跡
継
ぎ
の
紛
糾
か
ら
、
ま
だ
国
家
統
制
さ
れ
て
い
な
い

石
炭
の
ま
と
め
買
い
を
し
詐
欺
に
ひ
っ
か
か
る
一
つ
の
没
落
が

描
か
れ
て
い
る
。
二
五
〇
枚
を
超
え
る
力
作
。
な
ぜ
こ
の
時
代

を
書
く
の
か
と
い
う
必
然
性
が
最
後
ま
で
ひ
っ
か
か
る
。
林
蔵

と
い
う
人
物
は
興
味
深
い
の
で
、
彼
を
中
心
に
も
っ
と
短
く
彫

り
深
く
書
い
た
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
手
堅
い
筆

は
す
で
に
あ
る
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
の
で
、
何
を
ど
の
よ
う

に
書
く
か
も
っ
と
突
き
詰
め
て
か
ら
筆
を
握
る
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
巡
査
は
人
物
像
と
し
て
弱
い
。

「
近
代
・
現
代
文
学
の
中
の
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち（
一
）」（
浅
野
清
）

は
文
学
作
品
に
書
か
れ
て
き
た
ア
イ
ヌ
を
め
ぐ
る
意
欲
的
な
検

証
評
論
。
第
一
回
目
は
明
治
二
二
年
読
売
新
聞
紙
上
に
書
か
れ

た
幸
田
露
伴
の
「
雪
粉
々
」
を
取
り
上
げ
て
詳
細
に
記
述
し
て

い
る
。「
雪
粉
々
」
は
一
七
世
紀
の
シ
ャ
ク
シ
ャ
イ
ン
の
戦
い

を
素
材
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
歴
史
事
実
を
辿
り
な
が
ら
、
幸

田
露
伴
の
事
情
、
明
治
の
時
代
背
景
ま
で
捉
え
つ
つ
、
着
実
な

筆
で
掘
り
起
こ
し
て
い
く
。
重
要
な
作
業
で
あ
る
こ
と
も
、
ま

た
た
い
へ
ん
な
作
業
で
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
る
。
と
ん
で
も

な
い
問
題
に
ぶ
ち
あ
た
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う

い
う
こ
と
は
だ
れ
か
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
、

困
難
を
越
え
て
、
完
成
し
て
ほ
し
い
。

「
冬
の
透
視
図
」（
こ
し
ば
き
こ
う
）
は
、
検
死
死
体
の
観
察

ア
ル
バ
イ
ト
の
話
で
あ
る
。
俯
せ
に
な
っ
た
女
性
死
体
を
水
槽

の
中
に
見
な
が
ら
、
死
と
向
か
い
合
う
存
在
の
直
視
は
、
鋭
い

問
い
か
け
と
な
っ
て
迫
っ
て
く
る
。
死
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ

こ
か
ら
自
動
的
に
反
射
さ
れ
る
生
と
は
何
か
と
い
う
問
い
が
、

自
身
の
浮
遊
し
た
生
活
を
粉
砕
し
て
く
る
。「
死
と
い
う
時
間

の
ず
っ
と
向
こ
う
に
見
え
る
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

こ
そ
が
俺
自
身
の
死
の
遠
近
法
な
の
だ
ろ
う
か
」
死
体
を
扱
っ

た
小
説
に
は
大
江
健
三
郎
の
「
死
者
の
奢
り
」
が
あ
り
、
三
十

年
以
上
前
に
文
学
界
新
人
賞
を
受
賞
し
た
「
浮
上
」
と
い
う
優

れ
た
作
品
も
あ
る
が
、
量
も
含
め
て
そ
れ
ら
よ
り
や
や
小
粒
な

感
じ
は
す
る
も
の
の
、
異
な
っ
た
見
方
、
異
な
っ
た
描
き
方
も

見
ら
れ
て
、
時
代
と
し
て
の
新
し
さ
も
あ
る
。
臀
部
か
ら
小
さ

な
金
属
棒
を
突
き
入
れ
て
細
胞
を
取
る
作
業
は
前
述
の
二
作
品

に
は
見
ら
れ
な
い
し
、
死
の
醜
さ
は
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
生
々
し

い
。
時
間
が
来
る
と
死
体
は
浮
上
す
る
。
そ
し
て
空
気
に
触
れ

て
俯
せ
に
な
っ
て
い
た
体
が
反
転
す
る
と
、
紫
色
に
腐
っ
た
体

が
無
惨
に
目
の
前
に
ひ
ろ
が
る
。
そ
の
醜
さ
に
圧
倒
さ
れ
る
。

「
だ
か
ら
や
め
と
け
と
言
っ
た
ん
だ
。
ま
も
な
く
死
斑
で
目
も

当
て
ら
れ
な
く
な
る
ん
だ
」
こ
の
強
烈
な
現
実
に
打
ち
の
め
さ

れ
る
自
己
、
そ
し
て
何
よ
り
も
未
来
と
い
う
時
間
を
死
体
と
の

決
定
的
な
差
と
し
て
措
定
す
る
姿
勢
は
こ
の
作
品
の
一
歩
積
極

的
な
も
の
だ
ろ
う
。「
未
来
の
時
間
は
、
腐
敗
し
停
滞
し
た
今

日
を
鋭
い
切
っ
先
で
痛
め
つ
け
な
が
ら
、
繰
り
返
さ
れ
る
と
同

時
に
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
痛
み
に
耐
え
て
い
る
。

／
ど
の
よ
う
に
今
日
、
現
在
を
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
問
い
の

答
え
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
に
は
、
頭
上
か
ら
垂
直
に
降
り
て
く

る
横
な
ぐ
り
の
光
を
受
け
て
こ
そ
、
今
何
を
な
す
べ
き
か
が
正

確
な
透
視
図
と
し
て
浮
き
彫
り
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
未
来
の
時

間
を
切
り
捨
て
、
瞬
間
の
快
楽
だ
け
に
支
配
さ
れ
た
今
日
は
、

決
し
て
生
き
て
い
な
い
し
、
朽
ち
る
一
方
な
の
だ
」
こ
の
鋭
利

な
問
い
か
け
は
、
き
わ
め
て
新
鮮
だ
し
、
衝
撃
性
を
持
っ
て
い

る
。
そ
の
女
性
の
死
体
に
ず
っ
と
つ
き
ま
と
わ
れ
、
そ
れ
と
格

闘
し
て
、
一
五
年
後
に
や
っ
と
和
解
し
、
現
実
の
女
性
を
愛
し
、

子
供
の
誕
生
を
受
け
入
れ
る
ラ
ス
ト
は
輝
い
て
い
る
。
タ
イ
ト

ル
に
死
体
を
想
わ
せ
る
言
葉
が
ほ
し
い
の
と
、
導
入
が
も
た
つ

い
て
す
ぐ
に
シ
ー
ン
に
入
っ
て
い
か
な
い
の
は
不
満
だ
が
、
優

秀
作
と
し
て
多
く
の
人
に
読
ん
で
ほ
し
い
作
品
で
あ
る
。

●
「
連
用
形
」（
三
重
県
四
日
市
市
）
28
号

「
連
用
形
」
は
中
山
み
ど
り
氏
の
個
人
誌
で
あ
る
が
、
毎
号
清

水
信
氏
が
同
人
雑
誌
評
＆
書
評
を
掲
載
し
て
い
る
の
が
特
に
貴

重
。
中
山
氏
の
作
品
は
小
説
「
お
じ
い
さ
ん
の
恋
」
よ
り
も
エ

ッ
セ
イ
「
黄
山
へ
」
の
ほ
う
が
文
章
に
定
着
感
が
あ
っ
て
い
い
。

小
説
の
方
は
文
や
言
葉
が
や
や
浮
き
気
味
に
な
る
。
自
分
や
事

実
に
密
着
し
て
い
る
ほ
う
が
重
み
が
出
て
質
が
よ
く
な
る
。

　

清
水
信
氏
の
評
は
さ
す
が
に
鋭
利
。
今
日
こ
の
よ
う
に
率
直

に
言
う
評
論
家
が
き
わ
め
て
少
な
い
の
に
対
し
、
清
水
氏
の
筆

は
ま
さ
に
快
刀
で
あ
る
。「
文
芸
中
部
」80
号
掲
載
の
「
空
に

落
ち
る
」（
名
村
和
実
）「
か
き
わ
り
の
家
」（
北
川
朱
実
）「
縄

文
人
」（
吉
村
登
）
を
、「
こ
の
三
作
は
作
品
と
し
て
割
り
切
れ

て
い
な
い
。
中
途
半
端
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
の
も
鮮

や
か
。
ま
た
村
上
春
樹
の
「
１
Ｑ
８
４
」
を
め
ぐ
っ
て
、「
一

様
に
諸
評
氏
は
興
奮
状
態
で
あ
る
」「
清
水
良
典
は
『
七
年
間

の
飢
え
に
満
た
さ
れ
た
』
と
書
評
を
結
ん
だ
」「
一
斉
に
ト
ー

ン
が
高
い
。
／
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
部
東
海
の
同
人
雑
誌
に

拠
る
作
家
た
ち
の
す
べ
て
が
、
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い
る
。
こ
の

格
差
は
何
だ
ろ
う
。
／
共
に
現
代
文
学
に
深
く
関
わ
っ
て
い
な

が
ら
両
極
端
に
位
置
を
占
め
る
両
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
あ

る
の
だ
ろ
う
か
。新
宿
の
街
に（「
１
Ｑ
８
４
」を
買
う
た
め
に
）

並
ん
で
い
た
文
学
愛
の
深
い
読
者
を
、
自
分
は
バ
カ
に
出
来
な

い
で
い
る
。
と
い
っ
て
、
彼
ら
を
無
視
す
る
同
人
誌
作
家
諸
君

も
ア
ホ
だ
と
は
思
え
な
い
の
だ
」
と
い
う
冷
静
な
眼
も
さ
す
が

で
あ
る
。

●
「
五ご
こ
れ
い

鈷
鈴
」（
広
島
県
広
島
市
）
７
号

　

こ
の
誌
は
副
題
に
「
山
陽
と
山
陰
を
結
ぶ
」
と
あ
る
の
で
、

山
陰
地
方
の
方
も
同
人
に
加
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

「『
鈷
』
と
は
密
教
で
煩
悩
を
破
砕
し
、菩
提
心
を
表
す
法
具
」

と
あ
る
。

「
あ
と
で
」（
城
野
栄
仁
）
は
、「
こ
こ
で
待
っ
て
い
て
」
と
囁

い
て
消
え
て
い
っ
た
女
性
を
待
つ
路
地
の
奇
妙
な
時
空
が
テ
ー

マ
。「
待
つ
」
と
い
う
苛
立
ち
の
時
間
の
な
か
で
、
空
間
が
ね

じ
れ
、
時
間
が
歪
曲
す
る
。
壁
越
し
に
聞
こ
え
る
奇
妙
な
声
や

言
葉
が
、
生
活
や
世
界
の
異
邦
性
を
拡
大
し
て
見
せ
、
迷
路
の

お
も
し
ろ
さ
を
か
き
立
て
て
く
る
。
様
々
な
声
の
中
で
「
あ
あ
、

も
う
だ
め
だ
、
あ
の
女
は
お
れ
を
ナ
メ
ク
ジ
野
郎
と
の
の
し
っ

て
出
て
行
っ
た
」「
そ
れ
で
も
日
が
暮
れ
れ
ば
少
し
だ
け
鉢
の

底
か
ら
ぬ
け
出
し
て
鉢
の
上
に
あ
る
花
を
か
じ
っ
て
、
朝
に
な

全国同人雑誌評

●
「
野
火
」（
兵
庫
県
豊
岡
市
）
26
号

「
野
火
」
は
表
紙
も
鮮
や
か
で
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う
に
メ

リ
ハ
リ
の
効
い
た
作
品
が
多
い
。
小
説
を
楽
し
む
こ
と
を
知
っ

て
い
る
書
き
手
が
集
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

「
小
人
閑
居
し
て
」（
夏
川
龍
一
郎
）
は
、
警
察
を
退
職
し
た

主
人
公
と
い
う
設
定
が
ま
ず
お
も
し
ろ
い
。
精
神
病
に
か
か

っ
た
り
、
警
察
で
の
あ
れ
こ
れ
を
話
し
な
が
ら
、
現
在
は
酒
浸

り
の
生
活
、
二
人
の
友
達
が
い
て
、
美
津
子
と
市
丸
。
美
津
子

は
自
分
と
同
じ
鬱
病
、
市
丸
は
売
れ
な
い
絵
描
き
、
退
職
金
の

一
千
万
円
を
算
段
な
く
親
戚
に
返
し
て
し
ま
っ
た
り
、
気
分
で

す
ぐ
宴
会
を
始
め
た
り
、
ハ
チ
ャ
メ
チ
ャ
だ
が
な
ん
と
な
く
や

っ
て
い
く
、
人
生
や
世
の
中
を
バ
カ
に
し
て
い
な
が
ら
、
厳
し

さ
も
見
つ
め
つ
つ
、
な
お
も
楽
し
く
や
っ
て
い
く
姿
勢
が
何
か

強
靭
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
て
お
も
し
ろ
い
。
ス
ナ
ッ
ク
に
勤
め

る
美
津
子
か
ら
「
店
を
持
た
せ
て
」
と
ね
だ
ら
れ
、
安
請
け
合

い
し
て
競
馬
場
に
行
き
、
な
ん
と
な
く
一
億
円
を
儲
け
て
し
ま

う
。「
競
馬
は
怖
い
。
二
度
と
競
馬
に
は
手
を
出
さ
ぬ
」
な
ど

と
い
う
と
こ
ろ
が
い
い
。
一
つ
の
達
観
が
な
い
と
、
こ
の
よ
う

な
突
き
放
し
た
姿
勢
は
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
深
さ
と
悲
哀
を

た
た
え
な
が
ら
め
げ
な
い
し
た
た
か
さ
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
る

小
説
だ
。

「
落
書
き
の
遠
吠
え
」（
神
尾
与
志
広
）
も
大
胆
な
ス
ト
ー
リ

ー
で
、
読
ま
せ
る
。
駅
の
落
書
き
と
女
の
水
死
人
か
ら
始
ま
る

書
き
出
し
は
、
ど
う
や
っ
て
進
行
さ
せ
る
の
か
と
思
わ
せ
る
意

外
性
に
富
ん
で
い
る
。
女
性
の
水
死
人
の
む
ご
た
ら
し
い
様
は

強
烈
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
振
幅
の
う

ち
に
、
物
語
が
進
ん
で
い
く
。
そ
の
手
際
は
鮮
や
か
で
、
玲
子

と
い
う
ま
じ
め
な
仲
居
の
子
供
を
ほ
し
が
る
一
途
な
思
い
と
葛

原
の
交
錯
も
よ
く
書
け
て
い
る
。
最
後
も
う
少
し
玲
子
の
最
期

に
筆
が
及
ん
で
も
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

●
「
ペ
ン
」（
富
山
県
富
山
市
）
４
号

　

こ
の
誌
は
ま
だ
４
号
だ
が
、
力
量
の
あ
る
書
き
手
が
揃
っ
て

い
る
。
表
紙
は
や
や
し
ろ
う
と
く
さ
い
も
の
の
手
作
り
の
味
は

伝
わ
っ
て
き
て
、
中
身
は
落
ち
着
い
た
安
定
感
が
感
じ
ら
れ
る
。

「
蕎
麦
の
花
」（
神
通
明
美
）
は
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
を
オ
ー
バ

ー
し
て
き
た
対
向
車
に
ぶ
つ
か
っ
て
重
傷
を
負
い
再
起
不
能
と

な
っ
た
主
人
公
に
、
昔
句
会
で
心
を
通
わ
せ
た
女
性
か
ら
の
励

ま
し
で
生
き
る
力
を
得
て
い
く
筋
書
き
。
こ
の
作
品
は
、
特
に

蕎
麦
の
花
の
シ
ー
ン
が
美
し
く
書
け
て
い
る
。
白
い
蝶
の
舞
は
、

鮮
や
か
に
胸
に
残
る
。
読
後
感
も
い
い
。
た
だ
、
負
傷
し
た
主

人
公
に
妻
や
家
族
は
ど
う
働
き
か
け
、
ど
う
励
ま
し
た
の
か
、

近
い
人
た
ち
の
存
在
が
薄
い
の
は
惜
し
い
。

「
雪
の
宿
」（
川
島
昭
子
）
の
文
章
も
い
い
。
落
ち
着
い
た
な

か
に
、
実
直
な
姿
勢
が
あ
る
。
若
年
性
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
に
な

っ
た
恋
人
と
い
っ
し
ょ
に
踏
み
出
し
て
い
く
小
説
だ
が
、
輪
郭

だ
け
の
よ
う
な
ま
と
ま
り
の
小
さ
さ
は
あ
る
も
の
の
、
今
後
の

素
材
と
の
向
き
合
い
方
で
伸
び
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
。

●
「
姫
路
文
学
」（
兵
庫
県
姫
路
市
）
119
号

「
姫
路
文
学
」
は
小
太
刀
の
切
れ
が
あ
る
書
き
手
が
多
い
。
同

人
雑
誌
も
人
間
の
集
ま
り
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
集
ま
る
人
た

ち
の
共
通
し
た
好
み
や
志
向
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
傾
向
が
出
て

く
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
流
儀
や
傾
向
の
長
所
を

さ
ら
に
育
て
生
か
し
て
い
く
自
覚
的
な
努
力
も
一
つ
の
文
学
的

価
値
を
形
成
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
小
太
刀

の
鋭
い
切
れ
は
大
事
に
し
て
も
ら
い
た
い
。

「
掌
小
説
三
篇
／
そ
ら
豆
の
煮
え
る
ま
で
」（
山
本
順
子
）
の

短
文
の
切
れ
味
は
特
に
い
い
。
言
葉
の
跳
ね
が
生
き
て
い
る
。

関
西
弁
の
生
き
生
き
し
た
人
な
つ
こ
さ
を
基
調
に
、
躍
動
し
て

い
る
。
こ
の
切
れ
味
で
ど
ん
ど
ん
生
活
圏
を
切
り
取
っ
て
い
っ

た
ら
、
お
も
し
ろ
い
人
生
模
様
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ

う
。
感
覚
も
い
い
。
リ
ズ
ム
も
あ
る
。
一
つ
の
才
能
に
は
ち
が

い
な
い
。

　

砂
原
唯
男
「
短
歌
＆
イ
ラ
ス
ト
」
は
、
イ
ラ
ス
ト
と
短
歌
を

同
時
に
提
出
す
る
新
し
い
手
法
。
こ
の
大
胆
な
方
法
は
注
目
に

値
す
る
。
パ
ソ
コ
ン
な
ど
が
高
度
に
発
達
し
た
現
在
、
パ
ソ
コ

ン
に
よ
る
イ
ラ
ス
ト
描
き
は
手
近
な
表
現
手
段
に
な
っ
た
。
そ

の
イ
ラ
ス
ト
と
短
歌
を
組
み
合
わ
せ
た
新
し
い
表
現
が
出
て
き

て
も
お
か
し
く
な
い
。
こ
れ
は
最
先
端
の
表
現
と
言
え
る
。
こ

の
作
者
の
短
歌
が
ま
た
す
ば
ら
し
い
。「
大
道
に
人
ら
笑
ひ
て

屯
す
る
幻
人
の
爪
甘
噛
み
に
つ
つ
」「
蜘
蛛
の
糸
く
だ
り
月
華

の
芯
に
ゐ
る
畢
生
の
韻
光
ら
せ
な
が
ら
」
な
ど
ど
れ
も
一
つ
の

大
き
な
世
界
構
築
を
な
し
て
い
る
。
装
飾
的
な
表
現
の
う
ち
に
、

透
徹
し
た
世
界
へ
の
深
い
眼
差
し
に
支
え
ら
れ
た
大
規
模
な
表

現
は
、
我
々
の
日
常
を
宇
宙
へ
と
浮
遊
さ
せ
る
。
現
在
の
大
手

の
短
歌
雑
誌
の
賞
の
歌
な
ど
よ
り
は
る
か
に
優
れ
て
い
る
。
こ

れ
か
ら
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
ど
の
よ
う
に
切
り
開
い
て
い
く
か
楽

し
み
で
あ
る
。

「
村
野
四
郎
│
│
『
犬
』
意
識
の
流
れ
（
二
）」（
石
山
淳
）
も

腰
を
落
と
し
て
緻
密
に
論
考
を
進
め
て
い
る
。

「
ぶ
ん
ご
う　

太
宰
へ
の
旅
（
八
）」（
井
上
久
男
）
も
丹
念
に

調
べ
て
太
宰
の
足
跡
を
追
っ
て
い
る
。楽
し
く
読
め
る
。「
文
豪
」

で
は
な
く
「
ぶ
ん
ご
う
」
と
ひ
ら
か
な
に
し
て
あ
る
と
こ
ろ
が
、

太
宰
嫌
い
の
読
者
に
も
配
慮
し
て
い
る
よ
う
で
、
柔
軟
さ
も
い

い
。

●
「
小
説
図
鑑
」（
神
奈
川
県
横
浜
市
）
29
号

「
八
ヶ
岳
」（
小
林
信
良
）
は
乳
癌
の
妻
を
よ
そ
に
会
社
の
若

い
女
性
社
員
と
二
人
き
り
で
八
ヶ
岳
へ
登
る
話
。
山
の
雄
大
な

自
然
の
中
で
そ
の
息
吹
に
触
れ
な
が
ら
夜
は
結
ば
れ
る
そ
の
男

女
の
く
す
ぐ
り
は
手
が
慣
れ
て
い
る
。
男
女
間
の
い
い
か
げ
ん

さ
を
足
下
に
自
覚
し
な
が
ら
、
妻
と
の
子
供
が
自
分
の
血
液
型

と
合
わ
な
い
こ
と
を
振
り
返
り
つ
つ
、
若
い
女
性
社
員
と
も
体

を
合
わ
せ
て
い
く
。
親
し
く
な
っ
た
は
ず
の
女
性
社
員
が
山
か

ら
下
り
日
常
に
戻
る
と
、
若
い
男
性
社
員
と
結
婚
し
て
い
く
。

現
代
的
な
軽
み
の
一
方
で
、
深
く
交
わ
り
な
が
ら
す
れ
違
う
男

女
の
奈
落
感
を
覚
え
さ
せ
る
小
説
で
も
あ
る
。

「
青
年
」（
九
野
啓
祐
）
の
文
章
は
詩
の
響
き
が
反
社
会
の
谺

と
な
っ
て
透
明
な
世
界
を
見
せ
て
く
れ
る
。
世
界
が
異
な
っ
た

相
で
立
ち
上
が
っ
て
く
る
散
文
詩
的
な
造
形
力
は
新
し
い
も
の

が
あ
る
。
世
界
と
の
違
和
の
対
決
は
青
春
の
反
響
音
と
な
っ
て

確
か
に
震
え
て
い
る
。
前
半
は
い
い
。
し
か
し
、
婚
約
者
の
、

魅
力
あ
る
女
性
が
登
場
し
、
生
き
生
き
と
喋
り
始
め
る
と
、
詩

が
彼
女
の
会
話
の
中
に
移
っ
て
し
ま
い
、
青
年
の
詩
性
が
吸
収

さ
れ
て
し
ま
う
。
彼
女
の
存
在
の
方
が
大
き
く
な
っ
て
、
青
年

が
霞
む
。
青
年
が
詩
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
孤
独
の
壁
に

こ
も
る
構
造
が
不
可
避
で
、
女
性
の
中
に
包
含
さ
れ
な
い
と
い
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て
い
く
。
ヌ
ー
ド
モ
デ
ル
の
主
催
者
と
も
肌
を
重
ね
た
り
、
他

の
男
と
旅
行
に
行
っ
た
り
、
な
ぜ
か
年
上
の
男
に
ひ
か
れ
る
自

分
を
見
つ
め
て
い
る
。
し
か
し
肉
体
の
変
わ
り
目
に
さ
し
か
か

り
、
母
親
が
膵
臓
癌
に
な
っ
て
余
命
少
な
い
事
態
に
直
面
し
、

様
々
な
面
で
人
生
の
転
機
を
自
覚
し
、
母
と
別
れ
た
過
去
の
自

分
の
父
親
を
訪
ね
て
い
く
飛
行
機
の
中
で
終
わ
る
。
ま
と
ま
り

は
あ
る
が
、
主
人
公
の
悩
み
や
心
の
動
き
が
、
や
や
滑
ら
か
す

ぎ
る
。
雰
囲
気
は
あ
る
も
の
の
苦
悩
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
。

主
人
公
の
中
に
し
っ
か
り
作
者
が
入
り
込
ん
で
い
な
い
恨
み
が

残
る
。
男
女
間
も
も
う
少
し
濃
密
で
あ
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ

な
い
。

「
香
忍
寺
落
椿
」（
市
川
し
の
ぶ
）
も
文
章
は
じ
っ
く
り
と
し

た
快
さ
が
あ
る
。
京
都
の
小
鼓
の
宗
家
で
父
親
が
そ
れ
を
継
ぐ

重
さ
に
耐
え
ら
れ
ず
自
殺
す
る
。
母
親
も
自
殺
未
遂
で
回
復
し

た
も
の
の
幼
児
同
然
と
な
っ
て
子
供
の
顔
さ
え
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
小
鼓
だ
け
は
打
ち
鳴
ら
す
。
主
人
公
の
律
子
は
家
庭
の

暗
さ
か
ら
逃
げ
る
よ
う
に
東
京
芸
大
の
和
楽
へ
進
学
す
る
が
、

都
会
の
生
活
や
家
庭
の
急
迫
に
耐
え
ら
れ
ず
、
神
経
症
に
な
っ

て
帰
郷
す
る
。
腹
違
い
の
兄
は
古
刹
を
継
ぐ
が
、
生
活
は
厳
し

い
。
京
都
の
四
季
の
移
ろ
い
の
な
か
で
庭
の
椿
の
色
が
鮮
や
か

さ
を
増
す
な
か
に
母
の
小
鼓
の
音
が
響
く
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー

は
趣
き
に
も
富
ん
で
い
て
な
か
な
か
の
も
の
。
こ
れ
は
京
都
の

小
鼓
宗
家
の
伝
統
と
そ
の
没
落
、
寺
院
の
現
代
で
の
経
営
事
情
、

芸
大
の
和
楽
の
世
界
な
ど
多
く
の
興
味
深
い
領
域
を
包
含
し
て

い
る
の
で
、
描
写
の
密
度
を
高
く
し
、
組
み
立
て
を
大
き
く
し

て
い
け
ば
長
編
小
説
に
も
な
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

　

巻
末
の
「
同
人
雑
誌
の
周
辺
」
の
同
人
誌
評
も
丁
寧
に
な
さ

れ
て
い
て
、
書
く
人
の
大
き
な
指
針
と
な
っ
て
い
る
の
は
心
強

い
。

●
「
流
氷
群
」（
鳥
取
県
鳥
取
市
）
52
号

「
流
氷
群
」
は
気
骨
の
あ
る
書
き
手
が
が
っ
し
り
屋
台
骨
を
支

え
て
い
る
。

「
高
野
実
と
作
品
の
か
た
ち
」（
馬
淵
典
夫
）
を
読
む
と
「
パ

ラ
ノ
イ
ア
」
か
ら
「
氷
河
期
」、
そ
し
て
「
流
氷
群
」
と
形
を

変
え
て
続
く
同
人
雑
誌
活
動
の
過
程
で
、
い
か
に
高
野
実
と
い

う
人
物
が
超
人
的
な
活
躍
を
続
け
た
か
が
よ
く
わ
か
り
、
こ
の

同
人
誌
の
成
り
立
ち
が
な
る
ほ
ど
と
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
さ

ら
に
高
野
実
氏
自
身
の
「
あ
る
『
戦
後
処
理
』
等
雑
記
帳
」
を

読
む
と
も
っ
と
す
ご
い
こ
と
を
や
っ
て
き
て
い
る
の
に
驚
か
さ

れ
る
。
高
野
氏
は
厚
生
省
で
ア
ジ
ア
各
地
に
散
ら
ば
る
遺
骨
収

集
を
担
当
し
て
そ
れ
を
実
行
し
て
き
た
。
そ
れ
が
「
あ
る
『
戦

後
処
理
』
等
雑
記
帳
」
に
は
一
一
〇
枚
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
自
身
が
政
府
の
遺
骨
収
集
の
貴
重
な
記
録
だ
し
、

ま
た
な
ぜ
こ
の
同
人
誌
が
気
骨
を
感
じ
さ
せ
る
の
か
納
得
さ
せ

ら
れ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
読
み
物
と
し
て
も
た
い
へ
ん
お
も
し

ろ
い
。
現
地
の
人
々
や
風
物
に
つ
い
て
や
、
や
り
と
り
に
つ
い

て
の
様
々
な
話
が
飾
ら
ず
に
書
か
れ
て
い
て
、
ア
ジ
ア
訪
問
記

と
し
て
興
味
深
い
記
述
に
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
得
難

い
記
録
文
だ
。

「
豚
を
飼
う
」（
桝
井
和
道
）
は
バ
カ
息
子
に
、
生
活
の
す
べ

て
を
壊
さ
れ
、
殺
さ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
殺
害
す
る
養
豚
業

を
営
む
善
良
な
夫
婦
の
物
語
で
あ
る
。
勉
強
し
な
い
、
手
伝
わ

な
い
息
子
は
、
成
人
し
て
も
働
か
ず
、
浪
費
と
遊
興
を
繰
り
返

す
。
女
を
引
き
込
ん
で
子
供
を
産
ま
せ
て
も
、
面
倒
を
見
ず
に

同
じ
よ
う
に
働
か
な
い
女
も
ろ
と
も
お
っ
放
り
出
す
。
あ
げ
く

の
果
て
は
博
打
に
手
を
出
し
、
両
親
を
家
か
ら
追
い
出
し
て
農

協
に
借
金
ま
で
申
し
込
ん
で
生
活
を
根
底
か
ら
破
壊
す
る
。
息

子
を
殺
し
た
父
親
は
、
最
後
に
自
ら
灯
油
を
か
ぶ
っ
て
焼
身
自

殺
す
る
。
善
良
な
両
親
の
や
り
き
れ
な
さ
、
無
念
さ
は
、
身
に

つ
ま
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
豚
を
飼
う
と
い
う
以
上
に
「
人
間
と

い
う
豚
を
飼
う
」
と
い
う
せ
つ
な
い
現
実
が
あ
り
、
今
日
の
日

本
の
家
族
に
少
な
か
ら
ず
通
底
し
た
と
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ
る
。

未
来
を
考
え
ず
に
た
だ
現
在
の
享
楽
に
身
を
委
ね
、
こ
れ
ま
で

苦
労
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
た
も
の
を
食
い
つ
ぶ
し
て
い
く
状
況

は
、
も
っ
と
普
遍
的
な
姿
を
蔵
し
て
こ
の
日
本
に
被
い
か
ぶ
さ

っ
て
く
る
。「
人
間
の
豚
」
は
、
切
羽
詰
ま
っ
た
日
本
の
現
状

で
も
あ
る
。
そ
の
痛
烈
な
指
弾
が
こ
の
作
品
の
背
後
に
感
じ
ら

れ
る
。
短
い
、
朴
訥
な
文
章
も
こ
の
テ
ー
マ
に
は
よ
く
合
っ
て
、

雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

■
今
回
は
水
死
体
や
検
死
体
な
ど
絶
望
的
な
も
の
の
な
か
に
未

来
と
し
っ
か
り
向
か
い
合
っ
て
い
る
も
の
が
印
象
に
残
っ
た
。

優
秀
作
は
「
冬
の
透
視
図
」（
こ
し
ば
き
こ
う
／
「
ざ
い
ん
」

13
号
）、
も
う
一
つ
「
あ
の
日
へ
続
く
道
」（
林
由
佳
莉
／
「
九

州
文
学
」
529
号
）。
後
者
は
最
後
の
一
文
を
直
す
と
い
う
条
件

付
き
で
推
し
た
い
。

　

準
優
秀
作
は
、「
小
人
閑
居
し
て
」（
夏
川
龍
一
郎
／
「
野
火
」

26
号
）、「
蕎
麦
の
花
」（
神
通
明
美
／
「
ペ
ン
」
４
号
）、「
掌

小
説
三
篇
／
そ
ら
豆
の
煮
え
る
ま
で
」（
山
本
順
子
／
「
姫
路

文
学
」
119
号
）、「
青
年
」（
九
野
啓
祐
／
「
小
説
図
鑑
」）
29
号
）、

「
あ
と
で
」（
城
野
栄
仁
／
「
五ご
こ
れ
い

鈷
鈴
」
７
号
）、「
仙
造
の
結

婚
」（
川
島
英
夫
／
「
九
州
文
学
」
528
号
）、「
紙
ふ
ぶ
き
温
泉
」

（
木
戸
順
子
／
「
弦
」
85
号
）、「
豚
を
飼
う
」（
桝
井
和
道
／
「
流

氷
群
」
52
号
）
の
八
編
。

　

あ
と
特
別
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
「
短
歌
＆
イ
ラ
ス
ト
」（
砂
原

唯
男
／
「
姫
路
文
学
」
119
号
）
を
優
秀
作
、
ま
た
評
論
・
考
証

部
門
で
「
近
代
・
現
代
文
学
の
中
の
ア
イ
ヌ
の
人
た
ち
（
一
）」

（
浅
野
清
／
「
ざ
い
ん
」
13
号
）、「
信
長
に
槍
を
つ
け
た
男
」

（
西
津
弘
美
／「
九
州
文
学
」528
号
）を
準
優
秀
作
に
挙
げ
た
い
。

　

寄
せ
ら
れ
て
く
る
同
人
誌
も
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
て
い
る
。

読
ん
で
い
な
い
誌
も
、
後
回
し
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
誌
も
少

な
く
な
い
。
同
人
雑
誌
の
方
々
に
、
身
び
い
き
で
は
な
く
、
よ

い
同
人
雑
誌
の
作
品
が
あ
っ
た
ら
ぜ
ひ
同
人
雑
誌
振
興
会
に
推

薦
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
態
勢
を
整
え
つ
つ
、
さ
ら
に
一
歩
、

積
極
的
に
や
っ
て
行
き
た
い
。

「
文
芸
思
潮
」
は
東
京
で
は
ジ
ュ
ン
ク
堂
池
袋
本
店
、
紀
伊
国

屋
新
宿
本
店
で
販
売
し
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
富
山
で
も
紀
伊
国
屋
富
山
店
、
中
田
図
書
販
売
で
販
売

し
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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れ
ば
鉢
の
底
に
帰
る
。
こ
れ
が
最
大
の
楽
し
み
と
い
う
の
が
あ

の
女
に
は
分
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
」
と
い
う
言
葉
の
お
も
し
ろ

さ
は
出
色
。
こ
う
い
う
言
葉
を
紡
ぎ
出
す
人
物
は
い
っ
た
い
ど

ん
な
人
物
だ
ろ
う
と
会
っ
て
み
た
く
な
る
。
ナ
メ
ク
ジ
の
這
い

跡
の
き
ら
め
き
の
は
か
な
い
美
し
さ
が
こ
の
文
章
に
は
確
か
に

あ
る
。
後
半
喫
茶
店
に
入
っ
て
ハ
ニ
ワ
と
い
う
マ
ス
タ
ー
ら
し

い
男
が
出
て
か
ら
、
急
に
ト
ー
ン
が
落
ち
て
お
も
し
ろ
く
な
く

な
る
。
や
は
り
「
待
つ
」
と
い
う
時
間
が
消
失
す
る
と
、
こ
の

虚
構
世
界
は
成
り
立
た
な
い
。
短
編
の
中
に
無
限
に
没
頭
し
、

の
め
り
込
む
世
界
が
確
か
に
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
姿
勢
と
方

法
を
確
立
し
て
い
っ
た
ら
、
他
の
追
随
を
許
さ
な
い
独
自
の
世

界
が
切
り
開
か
れ
る
だ
ろ
う
。

●
「
九
州
文
学
」（
福
岡
県
）
527
号
・
528
号
・
529
号

　

重
厚
な
伝
統
同
人
誌
は
さ
す
が
に
読
み
応
え
の
あ
る
内
容
。

今
回
も
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

527
号
。「
霊
視
の
刻と
き

」（
船
越
節
）
は
、
テ
レ
ビ
の
ワ
イ
ド
・

シ
ョ
ー
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
が
主
人
公
の
物
語
。
視
聴
率
が
上

が
ら
な
く
て
上
か
ら
圧
力
を
受
け
て
い
る
と
き
、
霊
能
者
慈
恵

を
番
組
に
起
用
し
、
と
ん
で
も
な
い
霊
の
世
界
に
突
入
す
る
。

そ
の
顛
末
を
迫
力
あ
る
筆
致
で
一
気
に
読
ま
せ
る
力
は
相
当
な

も
の
で
あ
る
。
筆
力
は
高
い
。
し
か
し
引
き
ず
ら
れ
て
読
ん
で

し
ま
う
興
味
の
本
質
は
、
ワ
イ
ド
・
シ
ョ
ー
的
興
味
で
あ
っ
て
、

人
間
へ
の
興
味
で
は
な
い
。
霊
媒
や
オ
カ
ル
ト
と
い
う
領
域
へ

の
興
味
で
あ
っ
て
、
心
理
や
運
命
の
本
来
の
文
学
の
興
味
で
は

な
い
。
読
み
終
わ
っ
て
も
う
一
つ
深
く
残
ら
な
い
の
は
そ
の
た

め
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
普
通
の
人
間
が
手
の
出
し
よ
う
が
な
い

事
柄
が
ど
ん
ど
ん
動
い
て
い
る
の
で
、
理
屈
や
理
性
で
追
い
つ

め
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
来
の
人
間
の
問
題
か
ら
む
し

ろ
離
れ
て
い
く
こ
と
が
、
結
末
の
弱
さ
を
も
招
い
て
い
る
。
こ

れ
に
文
学
の
骨
格
を
入
れ
る
と
な
る
と
、
き
わ
め
て
高
度
な
技

量
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
の
主
人
公
を
巻
き
込
む

し
か
な
い
が
、
難
し
い
技
で
は
あ
る
。

　

歴
史
小
説
「
雪
の
日
の
使
者
」（
西
田
英
樹
）
は
井
伊
直
弼

が
暗
殺
さ
れ
た
桜
田
門
外
の
変
の
直
後
を
扱
っ
て
い
る
。
手
堅

く
、
身
代
わ
り
に
な
っ
た
若
者
を
中
心
に
書
い
て
あ
っ
て
緊
張

感
が
漲
っ
て
い
る
が
、
桜
田
門
外
の
変
の
歴
史
事
実
や
幕
末
の

知
識
の
乏
し
い
人
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
正

三
郎
の
動
機
も
こ
こ
で
は
や
や
甘
く
浮
い
て
見
え
る
。
ま
た
結

末
が
、
彼
ら
が
結
局
ど
う
な
っ
た
の
か
曖
昧
に
終
わ
っ
て
い
る
。

も
っ
と
は
っ
き
り
さ
せ
て
も
よ
か
っ
た
。
ま
た
普
通
な
ら
首
を

取
ら
れ
た
相
手
の
藩
の
使
い
を
そ
の
ま
ま
帰
す
こ
と
な
ど
は
な

い
は
ず
な
の
に
、
あ
え
て
帰
ら
せ
る
彦
根
藩
内
の
事
情
が
不
十

分
。
現
在
な
ら
内
閣
総
理
大
臣
の
首
が
取
ら
れ
た
大
事
件
で
あ

り
、
幕
府
の
権
威
は
失
墜
、
そ
の
幕
府
の
側
の
狼
狽
、
彦
根
藩

内
の
混
乱
と
事
態
の
収
拾
策
な
ど
を
も
っ
と
綿
密
に
書
く
必
要

が
あ
っ
た
の
で
は
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
無
事
に
帰
れ
る
は
ず
が

な
い
。
藩
内
に
は
安
政
の
大
獄
の
理
論
主
導
者
・
長
野
主
膳
と

い
う
怪
物
も
い
る
は
ず
。
こ
の
事
件
か
ら
一
気
に
テ
ロ
の
時
代

に
入
っ
て
い
く
幕
末
の
歴
史
認
識
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
が
、

せ
っ
か
く
の
素
材
を
軽
く
し
て
い
る
。

　

528
号
は
「
仙
造
の
結
婚
」（
川
島
英
夫
）
が
お
も
し
ろ
か
っ

た
。
火
葬
場
の
嘱
託
で
五
十
年
働
き
、
死
体
を
焼
き
続
け
た
独

身
老
人
が
突
然
「
結
婚
し
た
い
。
二
十
代
の
女
性
と
」
と
言
い

出
し
、
結
局
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
話
だ
が
、
素
朴
な
文
章
が

こ
の
テ
ー
マ
に
合
っ
て
、
手
堅
い
実
直
さ
と
溶
け
合
っ
た
物
語

を
展
開
し
て
い
る
。
最
後
の
話
も
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
身
寄
り

の
な
い
少
女
の
死
体
を
焼
い
た
と
き
夢
の
中
で
そ
の
少
女
が
結

婚
の
話
を
勧
め
、「
私
が
あ
な
た
の
お
嫁
さ
ん
に
な
っ
て
あ
げ
る
。

私
を
探
し
な
さ
い
。
私
を
…
…
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
い
つ
も

死
体
を
焼
い
て
い
る
男
の
話
と
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
り
、
こ

れ
を
結
末
に
持
っ
て
き
た
手
腕
は
光
る
。
佳
作
で
あ
る
。

「
信
長
に
槍
を
つ
け
た
男
」（
西
津
弘
美
）
は
、
歴
史
考
証
。

安
田
作
兵
衛
の
像
を
め
ぐ
っ
て
資
料
を
渉
猟
す
る
。
歴
史
事
実

を
求
め
て
様
々
な
資
料
を
散
策
し
、
考
証
を
重
ね
て
い
く
情
熱

は
、
こ
ち
ら
も
熱
く
な
る
。
重
複
を
恐
れ
ず
、
重
層
的
に
積
み

上
げ
て
い
く
厚
い
提
出
の
仕
方
は
、
信
長
の
最
期
と
い
う
劇
的

な
歴
史
事
実
が
永
遠
に
奏
で
続
け
る
魅
力
を
湧
き
出
さ
せ
、
か

え
っ
て
そ
の
死
に
迫
っ
て
信
長
の
ラ
ス
ト
を
浮
か
び
上
が
ら
せ

る
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
森
蘭
丸
の
姿
も
鮮
明
に
浮
か
ん
で
く

る
。
さ
ら
に
光
秀
が
ど
の
よ
う
に
し
て
信
長
へ
の
反
感
を
つ
の

ら
せ
て
い
っ
た
か
、
そ
の
心
理
も
、
無
念
の
思
い
も
、
よ
く
わ

か
る
。
こ
の
考
証
を
通
し
て
我
々
は
歴
史
の
相
貌
に
立
ち
会
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
汲
め
ど
も
つ
き
ぬ
歴
史
の
泉
の
美
酒
を

飲
む
こ
と
に
な
る
。
読
み
に
く
さ
を
超
え
て
引
き
つ
け
ら
れ
る

の
は
、
筆
者
の
情
熱
と
と
も
に
、
歴
史
の
美
酒
を
飲
む
う
ま
さ

に
起
因
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

529
号
「
あ
の
日
へ
続
く
道
」（
林
由
佳
莉
）
は
文
章
が
い
い
。

一
つ
一
つ
の
言
葉
が
快
い
流
れ
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
定
着
性
を
持

っ
て
い
て
、
心
に
深
く
入
り
込
ん
で
く
る
。
人
生
で
進
路
に
迷

っ
た
と
き
、
風
景
の
中
で
自
然
の
風
物
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
未
来
の
自
分
が
語
り
か
け
て
く
る
。
ま
た
数
年
経
っ
て

道
に
迷
う
と
き
、
過
去
の
自
分
に
呼
び
か
け
る
姿
を
確
か
め
る
。

具
体
的
な
シ
ー
ン
と
し
て
未
来
と
現
在
と
を
は
っ
き
り
つ
な
ぐ

リ
ア
リ
テ
ィ
に
こ
そ
こ
の
小
説
の
価
値
が
あ
る
。
人
は
未
来
と

繋
が
り
、
過
去
の
自
分
と
、
運
命
と
い
う
時
間
の
姿
を
と
お
し

て
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
時
間
が
螺
旋
を
描
き
、
過
去

と
未
来
が
接
し
、
異
空
間
の
生
命
現
象
の
構
造
を
露
出
さ
せ
る
。

一
回
だ
け
の
生
の
秘
密
の
奥
処
に
迫
る
螺
旋
で
あ
り
、
現
代
の

輪
廻
と
も
呼
べ
る
構
造
が
そ
こ
に
あ
る
。
そ
の
螺
旋
を
感
じ
さ

せ
る
部
分
は
、
恐
怖
さ
え
覚
え
る
。
未
来
の
自
分
と
過
去
の
自

分
が
呼
び
合
う
瞬
間
が
確
か
に
人
生
に
は
あ
る
。
そ
れ
を
明
ら

か
に
し
た
こ
の
作
品
は
一
つ
の
積
極
性
と
同
時
に
、
懐
か
し
く

深
い
回
帰
の
安
堵
を
も
与
え
て
く
る
。最
後
に
子
供
の
頃
の「
幽

霊
事
件
」
や
「
あ
の
日
へ
続
く
道
」
の
時
間
を
飛
び
越
え
る
話

も
よ
く
つ
な
が
っ
て
空
間
を
深
め
て
い
る
。
た
だ
、
最
後
の
二

行
は
道
徳
の
教
科
書
を
読
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
い
た
だ
け
な

い
。
そ
れ
は
直
し
て
ほ
し
い
し
、
短
さ
に
物
足
り
な
さ
も
覚
え

る
が
、
明
ら
か
に
優
秀
作
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
。

●
「
弦
」（
愛
知
県
名
古
屋
市
）
85
号

「
弦
」
の
グ
ル
ー
プ
の
文
章
は
、
読
み
や
す
い
。
言
葉
が
こ
な

れ
て
い
る
。

「
紙
ふ
ぶ
き
温
泉
」（
木
戸
順
子
）
の
文
章
は
、
短
い
文
の
中

に
艶
が
あ
る
。
き
め
細
か
い
肌
の
感
触
を
覚
え
さ
せ
る
女
性
ら

し
い
文
章
だ
。
物
語
は
ヌ
ー
ド
モ
デ
ル
を
し
て
喫
茶
店
経
営
の

足
し
に
し
て
い
る
三
十
代
後
半
の
主
人
公
の
迷
い
を
軸
に
動
い
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