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シ
オ
ン
城
、

パ
イ
ロ
ン
そ
し
て
透
谷

ー
『
楚
囚
之
詩
』
論
の
た
め
の
序
|

黒
木

二三己

耳主

は
じ
め
に

『
楚
囚
之
詩
』
は
、
透
谷
文
学
の
誕
生
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
世
界
は
誠
に
混
沌
と
し
て
い
る
。

明
治
二
二
年
四
月
六
日
の
日
付
を
持
つ
「
自
序
」
に
は
、
国
冒
頭
に
「
余
は
途
に
一
詩
を
作
り
上
げ
ま
し
た
」
と
あ
り
、
中
程
に
「
余
は
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此
『
楚
囚
の
詩
』
が
江
湖
に
容
れ
ら
れ
る
事
を
要
し
ま
せ
ぬ
然
し
、
余
は
確
か
に
信
、
ず
、
吾
等
の
同
志
が
諸
共
に
協
力
し
て
素
志
を
貫
く

心
に
な
れ
ば
途
に
は
狭
陸
な
る
古
来
の
詩
歌
を
進
歩
せ
し
め
て
、
今
日
行
は
る
斗
小
説
の
如
く
に
且
つ
最
も
優
美
な
る
霊
妙
な
る
者
と
な

す
に
難
か
ら
ず
と
」
、
そ
し
て
末
尾
に
は
「
元
よ
り
是
は
吾
園
語
の
所
謂
歌
で
も
詩
で
も
あ
り
ま
せ
ぬ
、
寧
ろ
小
説
に
似
て
居
る
の
で
す
。

左
れ
ど
、
是
れ
で
も
詩
で
す
、
余
は
此
様
に
し
て
余
の
詩
を
作
り
始
め
ま
せ
ふ
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
新
体
詩
運
動
の
中
で
の
透
谷
の
詩

の
達
成
が
力
強
く
宣
言
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
周
知
の
よ
う
に
透
谷
は
発
売
直
前
に
こ
の
詩
を
排
棄
す
る
。
そ
の
事
情
は
、
四
月
一
二
日
の
「
日
記
」
が
語
る
。
即
ち
「
去
る

九
日
に
印
刷
成
り
た
る
が
又
熟
考
す
る
に
儀
り
に
大
臓
に
過
ぎ
た
る
を
漸
悦
し
た
れ
ぼ
、
急
、
ぎ
書
臨
時
に
走
り
て
中
止
す
る
こ
と
を
頼
み
直



ち
に
印
刷
せ
し
も
の
を
切
り
ほ
ぐ
し
た
り
。
自
分
の
参
考
に
も
成
れ
と
一
冊
を
左
に
綴
込
み
置
く
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
『
楚
囚
之

詩
』
は
、
作
者
に
よ
っ
て
排
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
自
分
の
参
考
に
も
成
れ
と
一
冊
を
」
日
記
の
中
に
綴
込
ん
で
く
れ
た
こ
と
で
辛
う

じ
て
現
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
(
も
っ
と
も
、
そ
の
他
に
数
冊
が
書
屈
に
出
回
っ
た
こ
と
も
周
知
の
こ
と
だ
)
。

初
歩
的
な
疑
問
と
し
て
、
作
者
が
排
棄
し
た
も
の
を
以
て
「
透
谷
文
学
の
誕
生
を
告
げ
る
も
の
」
と
か
「
透
谷
の
詩
の
達
成
」
を
い
う

の
は
如
何
か
と
い
う
人
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
点
は
ム
キ
に
な
る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
は
、
「
自
分
の
参
考
に
も
成
れ

と
一
冊
」
を
残
す
と
い
う
彼
の
唆
味
な
処
理
法
よ
り
も
『
楚
囚
之
詩
』
そ
の
も
の
の
混
沌
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
『
楚
囚
の
詩
』
が
江

湖
に
容
れ
ら
れ
る
事
を
要
し
ま
せ
ぬ
然
し
、
余
は
確
か
に
信
、
ず
」
云
々
と
い
い
な
が
ら
「
是
は
吾
園
語
の
所
謂
歌
で
も
詩
で
も
あ
り
ま
せ

ぬ
、
寧
ろ
小
説
に
似
て
居
る
の
で
す
。
左
れ
ど
、
是
れ
で
も
詩
で
す
」
と
宣
言
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
彼
は
「
吾
園
語
の
所
謂
歌
で
も
詩

で
も
」
な
い
自
己
の
「
詩
」
が
ど
の
よ
う
な
内
実
を
表
現
し
う
る
も
の
に
な
り
え
て
い
る
と
い
う
の
か
。
あ
る
い
は
、
自
己
の
「
詩
」
が

「
小
説
」
と
ど
の
よ
う
に
連
続
し
ま
た
断
絶
し
て
い
る
と
い
う
の
か
。
さ
ら
に
「
儀
り
に
大
臓
に
過
ぎ
た
る
を
慨
慌
し
た
れ
ば
」
と
は
何
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が
ど
の
よ
う
に
「
徐
り
に
大
臓
に
過
ぎ
」
る
と
い
う
の
か
|
|
。
明
治
二
二
年
は
じ
め
ご
ろ
の
透
谷
の
言
語
表
現
、
「
余
の
詩
」
に
お
け
る

そ
の
混
沌
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

『
楚
囚
之
詩
』
が
持
つ
混
沌
は
、
暗
渠
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
暗
渠
は
、
窺
き
込
む
者
を
し
て
越
境
せ
し
め
る
べ
く
不
思
議
に

誘
惑
す
る
。
し
か
も
そ
れ
は
窺
き
込
む
人
自
身
の
言
語
の
根
底
を
衝
く
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
楚
囚
之
詩
』
は
、
パ
イ
ロ
ン
の

J
z
p
g
D
2
0
向。町一一
-83
の
換
骨
奪
胎
だ
と
の
指
摘
が
早
い
段
階
で
な
さ
れ
た
。
『
蓬

莱
曲
』
も
ま
た

EZmg昨
包
=
に
依
っ
て
い
る
と
し
て
、
『
楚
囚
之
詩
』
ひ
い
て
は
透
谷
文
学
全
体
の
評
価
を
反
し
め
る
論
も
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
『
楚
囚
之
詩
』
の
構
造
や
語
句
と

E

寸

}Hop-85吋
O刊の
E=OD--
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
異
同
を
検
討
す
る
の
は
必

要
な
作
業
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
『
楚
囚
之
詩
』
の
本
質
を
解
明
す
る
た
め
に
第
一
義
的
な
問
題
な
の
で
は
な
い
。
両
詩
の
比
較
検



討
は
、
透
谷
が
「
吾
園
語
の
所
謂
歌
で
も
詩
で
も
」
な
い
「
寧
ろ
小
説
に
似
て
居
る
の
で
す
。
左
れ
ど
、
是
れ
で
も
詩
で
す
」
と
主
張
す

る
彼
自
身
の
「
詩
」
を
構
想
せ
ん
と
す
る
衝
動
の
内
部
に
分
け
入
る
た
め
の
前
提
と
し
て
必
要
な
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は

一
九
九
四
年
五
月
下
旬
に
シ
オ
ン
城
(
の

g
z
z
号。町一一一
O
D
)

を
訪
ね
る
機
会
を
得
た
。

シ
オ
ン
城
を
訪
ね
た
目
的
は
、
パ
イ
ロ
ン
が
シ
オ
ン
城
に
幽
閉
さ
れ
た
ボ
ニ
ヴ
ァ

1
ル

9
8
E
S三
)
を
ど
の
よ
う
に
描
い
て
い
る

か
、
そ
の
背
景
と
殊
に
シ
オ
ン
域
内
の
牢
獄
を
ど
う
描
い
て
い
る
か
、
そ
し
て
透
谷
は

E

寸

ZHUH-85吋。『
(
U
Y

一
一
一
。
ロ
ョ
の
何
を
ど
の
よ
う
に

利
用
し
て
己
れ
の

「
詩
」
を
達
成
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
探
る
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
そ
の
折
の
報
告
を
中
心
に
斗

}Mop-85吋
Oごい町一一一
OR.
と
『
楚
囚
之
詩
』
と
の
連
関
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
無
論
、
両

詩
の
細
か
な
語
句
の
異
同
な
ど
に
は
触
れ
な
い
。
く
り
返
す
が
、
こ
れ
は
『
楚
囚
之
詩
』
が
持
つ
混
沌
に
分
け
入
る
た
め
の
前
提
的
作
業

で
あ
る
。
わ
た
く
し
の
『
楚
囚
之
詩
』
に
関
す
る
論
考
は
別
に
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
拙
文
を
エ
ッ
セ
イ
と

75 

し
て
提
出
す
る
所
以
で
あ
る
。

※ 

シ
オ
ン
城
は
、
レ
マ
ン
湖

(
Z
F
R
広
5
8
)
の
北
東
の
端
、
湖
を
バ
ナ
ナ
の
形
に
警
え
れ
ば
凸
形
に
湾
曲
し
た
尻
の
部
分
に
位
置
し

て
い
る
。

ル
ソ

i
の
『
新
エ
ロ
イ
i
ズ
』
と
特
に
パ
イ
ロ
ン
の
詩
で
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
で
は
世
界
中
の
人
々

が
訪
ね
る
観
光
名
所
の
一
つ
で
あ
る
。

こ
こ
を
訪
ね
る
人
々
の
多
く
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
(
の

g雪
。
)
↓
ロ
!
ザ
ン
ヌ

(
F
E
S
S
O
)
↓
ヴ
ェ
ヴ
ェ
イ

(〈

0
3
5
↓
モ
ン
ト

ル
l
(
玄
o
E円
O
C
M
)

と
い
う
よ
う
に
、
湖
の
北
側
に
沿
っ
た
ル

l
ト
を
辿
る
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
湖
の
南
側
に
比
較
し
て
こ
ち
ら

の
方
が
道
路
や
鉄
道
を
作
り
易
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
南
に
湖
を
眺
め
る
位
置
に
別
荘
地
を
開
発
す
る
方
が
好
都
合
だ
っ
た
か

ら
で
も
あ
ろ
う
。

一
八
一
六
年
六
月
二
七
日
に
シ
オ
ン
城
を
訪
ね
た
パ
イ
ロ
ン
の
辿
っ
た
ル

l
ト
も
そ
う
で
あ
っ
た
(
特
に
破
壊
さ
れ
た



家
族
関
係
に
苦
悩
し
て
い
た
彼
は
、
ロ
!
ザ
ン
ヌ
の
近
く
で
湖
に
身
を
投
げ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
『
新
エ
ロ
イ
l
ズ
』
の
叙
述
を

ひ
と
つ
ひ
と
つ
辿
っ
て
シ
オ
ン
城
を
訪
ね
、
そ
の
夜
の
う
ち
に

E
Fロ
2
8
の
E
ロ
oロ
ョ
と
斗
}Mop-8ロ
虫
色
。
E
一
一
。
ロ
ョ
を
書
き
上
げ
た

と
い
わ
れ
て
い
る
〉
。

わ
た
く
し
は
、

ロ
l
ザ
ン
ヌ
の
ホ
テ
ル
を
数
日
間
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
、
鉄
道
を
使
っ
て
ヴ
ォ

l

(〈

2
6
州
の
こ
の
ル

1
ト

を
幾
度
も
往
復
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、

レ
マ
ン
湖
の
北
側
を
走
る
列
車
の
窓
か
ら
の
眺
め
、
少
く
と
も
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
と
ヴ
ェ
ヴ
ェ

イ
の
聞
の
眺
め
は
実
に
広
々
と
し
て
ゆ
っ
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
〈
初
夏
の
好
天
に
恵
ま
れ
た
こ
と
も
手
伝
っ
た
と
は
思
う
〉
。
鉄
道
の

南
側
に
は
緩
か
な
下
り
勾
配
に
な
っ
て
森
や
畑
が
広
が
る
。
そ
の
奥
に
と
き
ど
き
レ
マ
ン
湖
の
青
く
穏
や
か
な
よ
う
す
が
見
え
る
。
さ
ら

に
湖
を
隔
て
て
彼
方
に
残
雪
を
い
た
だ
い
て
尖
っ
た
形
の
山
々
(
河
宮
内
山
、
開
足
型
と
か

F
g
〈

o
-
3
5
だ
ろ
う
)
が
震
ん
で
見
え
る
。
鉄
道

の
北
側
も
広
い
牧
草
地
や
畑
ま
た
森
を
隔
て
て
遥
か
彼
方
に
低
く
重
な
る
山
が
あ
り
、

そ
の
奥
に
雪
を
冠
し
た
山
々
(
の
・
円
日
ロ

76 

玄
R
O
F
巳
E
N
と
か

Z
o
E
1
2
E
Hぬ
だ
ろ
う
)
が
見
え
る
。
森
や
畑
の
緑
か
ら
想
像
す
る
と
、
南
側
は
い
う
ま
で
も
な
く
北
側
も
含
め
て
こ

の
一
帯
の
地
味
が
肥
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
右
。

広
々
と
し
た
緑
と
豊
か
な
光
|
|
こ
の
一
帯
の
ど
こ
で
も
よ
い
、
遠
く
レ
マ
ン
湖
を
眺
め
る
位
置
に
立
っ
て
そ
の
風
景
に
圧
迫
感
を
覚

え
る
人
は
ま
ず
あ
る
ま
い
。
ま
し
て
光
の
乏
し
い
極
寒
の
北
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
(
つ
い
近
年
ま
で
人
々
が
暖
房
の
た
め
に
燃
し
た
石
炭
の

煙
、
が
ど
れ
ほ
ど
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
多
く
の
都
市
の
古
い
教
会
堂
の
外
壁
、
が
殆
ん
ど
真
黒
に
な
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
見
れ
ば
簡
単
に
想
像
で
き
る
。
因
み
に
夏
目
激
石
は
冬
の
ロ
ン
ド
ン
の
市
街
地
を
歩
き
な
が
ら
、
ガ
ラ
ス
に
映
る
黄
色
い
顔
を
し
て
黒

く
汚
れ
た
貧
弱
な
自
分
の
姿
を
嘆
い
た
り
、
疫
を
吐
く
と
そ
れ
が
真
黒
で
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
り
し
て
い
る
。
あ
れ
は
一
九

O
一
年
一
月

の
ロ
ン
ド
ン
の
実
状
だ
ろ
う
と
思
う
〉
か
ら
難
渋
す
る
山
越
え
の
果
て
に
や
っ
と
こ
こ
に
た
ど
り
着
い
た
人
々
の
感
動
ぶ
り
が
わ
か
る
よ

う
な
風
景
で
あ
る
。
誠
に
こ
の
一
帯
は
光
豊
か
な
開
放
空
間
だ
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。



ヴ
ェ
ヴ
ェ
イ
か
ら
モ
ン
ト
ル

l
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
鉄
道
の
北
側
に
は
徐
々
に
山
の
斜
面
が
近
づ
く
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
で
も
緩
や

か
な
段
々
畑
に
葡
萄
が
栽
培
さ
れ
て
お
り
、
南
側
に
は
緑
の
森
の
中
に
点
々
と
別
荘
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

モ
ン
ト
ル
ー
か
ら
シ
オ
ン
城
に
近
づ
く
と
山
が
急
に
レ
マ
ン
湖
に
迫
る
。
特
に
シ
オ
ン
城
の
近
く
は
急
傾
斜
の
鋭
い
岩
山
に
な
っ
て
い

て
、
ま
る
で
山
が
湖
に
突
っ
込
む
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
湖
面
に
突
き
出
た
岩
を
利
用
し
て
シ
オ
ン
城
は
作
ら
れ
て
い

る
。
ヴ
ェ
ヴ
ェ
イ
、
特
に
モ
ン
ト
ル
ー
か
ら
湖
畔
に
連
な
る
別
荘
群
も
シ
オ
ン
城
の
手
前
約
四

0
0
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
見
ら
れ
な
く

な
る
。

※ 

既
に
書
い
た
よ
う
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
を
出
て
ヴ
ォ

l
州
の
一
部
モ
ン
ト
ル
ー
ま
で
の
聞
の
風
景
は
、
こ
の
一
帯
、
か
誠
に
広
々
と
し
た
光
豊

か
な
開
放
空
間
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
な
の
が
ロ

l
ン
ハ

z
m
F
B
O
)
川
流
域
の
風
景
で
あ
る
。

シ
オ
ン
城
は
、
ヴ
ォ
!
の
領
主
サ
ヴ
ォ
ワ
公
が
代
々
に
わ
た
っ
て
築
い
た
も
の
で
、
時
に
公
の
住
居
で
あ
り
砦
で
あ
り
、
ま
た
牢
獄
と

77 

し
て
改
修
を
く
り
返
し
て
き
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
殊
に
一
三
世
紀
の
初
め
サ
ヴ
ォ
ワ
公
が
、
ヴ
ァ

l
レ
(
〈
丘
一
①
地
方
を
治
め
て

い
た
シ
オ
ン

(ω
一0
5
の
大
司
教
か
ら
ロ

l
ン
川
流
域
の
領
有
権
を
譲
り
受
け
、

=
二
四
年
に
シ
オ
ン
城
の
東
隣
り
、

つ
ま
り
ロ

l
ン

川
河
口
の
三
角
洲
に
ヴ
ィ
ル
ノ

l
ブ
(
〈
巴
ロ

2d詔
)
の
町
を
聞
い
て
交
易
の
拠
点
を
作
っ
て
以
後
、
こ
の
城
は
極
め
て
重
要
な
砦
と
し
て

の
役
割
を
担
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

わ
た
く
し
は
、

E
1
3
0
司ユ
ω
0
5
H
え
の
E
Z
O
ロ
ョ
の
背
景
に
な
っ
た
サ
ヴ
ォ
ワ
公
の
権
益
を
も
た
ら
し
た
ロ

l
ン
川
流
域
の
よ
う
す
も
見

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
、

ウ
ィ
ー
ン
か
ら
ク
ア
(
の
『
ロ
『
〉
に
出
て
、

ク
ア
↓
、
フ
リ
ー
ク

〈
回
ユ
加
)
↓
シ
オ
ン

(ω
古
口
)
↓

ヴ
ィ
ル
ノ

l
ブ
↓
モ
ン
ト
ル

l
↓
ヴ
ェ
ヴ
ェ
イ
↓
ロ

l
ザ
ン
ヌ
と
い
う
よ
う
に
(
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
↓
ロ

i
ザ
ン
ヌ
↓
ヴ
ェ
ヴ
ェ
イ
↓
モ
ン
ト

ル
ー
と
は
辿
る
ル

l
ト
と
は
逆
方
向
に
な
る
)

ロ
ー
ン
川
を
辿
る
鉄
道
に
よ
っ
て
シ
オ
ン
城
を
訪
ね
る
旅
を
試
み
た
。



ク
ア
の
近
く
に
源
を
も
っ
ロ

i
ン
川
が
レ
マ
ン
湖
に
注
ぐ
ヴ
ィ
ル
ノ

i
ブ
ま
で
、
そ
の
流
域
は
殆
ど
深
い
山
の
中
で
あ
り
、
そ
の
距
離

は
二
五

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
に
及
ぶ
(
問
題
の
シ
オ
ン
城
は
、
ヴ
ィ
ル
ノ

l
ブ
の
す
ぐ
西
側
に
位
置
し
て
い
る
。
城
の
す
ぐ
上
に
小
さ

な
駅
が
あ
る
が
、
特
急
は
停
車
し
な
い
。
わ
た
く
し
は
ロ

i
ザ
ン
ヌ
を
拠
点
に
動
く
こ
と
に
し
て
い
た
の
で
、

一
旦
車
窓
の
す
ぐ
南
側
に

シ
オ
ン
城
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
通
過
し
、

ロ
i
ザ
ン
ヌ
で
ホ
テ
ル
を
確
保
し
た
後
に
シ
オ
ン
城
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
た
。

一
回
は
鉄
道
で

モ
ン
ト
ル
ー
ま
で
引
き
返
し
て
そ
こ
か
ら
レ
マ
ン
湖
畔
を
徒
歩
で
辿
っ
て
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
は
続
く
か
と
思
わ
れ
る
別
荘
群
を
眺
め
な
が

ら
城
に
到
達
す
る
と
い
う
方
法
、
も
う
一
回
は
モ
ン
ト
ル
ー
か
ら
路
線
パ
ス
を
使
っ
て
城
の
す
ぐ
上
で
降
り
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
た
〉
。

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
か
ら
レ
マ
ン
湖
の
北
側
を
辿
っ
て
ロ

l
ザ
ン
ヌ
、

モ
ン
ト
ル

l
そ
し
て
シ
オ
ン
城
へ
と
至
る
風
景
と
誠
に
対
照
的
な
の
が

ロ
ー
ン
川
流
域
の
風
景
で
あ
る
。
こ
の
流
域
を
辿
る
と
、
車
窓
か
ら
の
風
景
は
変
化
に
富
ん
で
い
る
の
だ
が
、
厳
し
い
ア
ル
プ
ス
の
腸
を

く
ぐ
っ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
鉄
道
の
旅
で
も
と
き
に
恐
怖
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
る
。
所
謂
オ
ー
バ
ー
ラ
ン
ド

(
回
。
口
百
吋
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ozュg
e
の
三

0
0
0
メ
ー
ト
ル
を
超
す
山
々
が
も
の
す
ご
い
重
量
感
・
圧
迫
感
を
与
え
て
重
な
り
合
う
僅
か
な
裂
け
目
(
恐
ら
く
雪

解
け
の
激
流
が
く
り
返
し
岩
石
を
削
っ
て
で
き
た
も
の
だ
ろ
う
〉
を
奔
流
す
る
の
が
ロ

l
ン
川
で
あ
る
。
列
車
は
、
川
に
沿
っ
て
狭
く
険

し
い
峡
谷
の
断
崖
の
中
腹
や
真
下
を
あ
え
ぐ
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
走
る
。
車
窓
の
す
ぐ
近
く
に
激
流
が
見
え
る
か
と
思
う
と
、

い
ま
に
も
崩

れ
る
か
と
不
安
に
な
る
路
肩
の
真
下
二

0
0
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
エ
メ
ラ
ル
ド
グ
リ
ー
ン
の
淵
が
見
え
た
り
、
あ
る
い
は
岩
壁
を
穿
つ

ト
ン
ネ
ル
の
中
で
車
内
燈
が
消
え
て
真
黒
聞
に
な
っ
た
り
す
る
。

ロ
ー
ン
川
流
域
の
深
い
山
の
中
で
唯
一
視
界
の
広
が
る
場
所
が
シ
オ
ン

(ω
一
。
ロ
)
の
小
さ
な
町
で
あ
る
。
人
の
胃
袋
の
よ
う
な
形
の
盆

地
で
、
周
囲
を
と
り
囲
む
よ
う
に
雪
を
い
た
だ
く
山
々
が
押
し
寄
せ
て
い
る
。
川
の
両
岸
に
僅
か
な
耕
地
と
町
の
家
並
み
が
み
ら
れ
る
。

盆
地
は
、
長
さ
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
幅
も
広
い
と
こ
ろ
で
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
程
度
だ
ろ
う
か
。
こ
の
盆
地
の
出
入
口
の
断
崖
に
は
砦
や

砲
台
の
跡
が
幾
つ
も
見
ら
れ
た
。
万
年
雪
を
冠
す
る
か
と
思
わ
れ
る
山
々
の
麓
に
は

l
lそ
れ
も
か
な
り
の
急
斜
面
だ
が
|
!
随
分
高
い



所
ま
で
葡
萄
の
段
々
畑
が
見
え
る
。
地
味
は
明
ら
か
に
痩
せ
て
い
よ
う
。
町
の
北
側
に
尖
っ
た
小
高
い
山
が
あ
る
。
そ
れ
は
古
い
城
跡
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
段
々
畑
も
城
跡
も
石
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
て
薄
汚
れ
た
感
じ
で
あ
り
、
盆
地
特
有
の
湿
気
の
た
め
か
、
全
体

が
黒
い
沈
ん
だ
眺
め
で
あ
る
。

五
月
下
旬
な
の
に
殆
ど
緑
は
見
え
な
い
。
大
自
然
の
圧
迫
の
中
で
時
間
が
滞
留
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。シ

オ
ン
の
盆
地
を
通
過
し
て
、
再
び
険
し
い
峡
谷
を
七
、

入

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
辿
っ
て
や
っ
と
レ
マ
ン
湖
畔
の
町
ヴ
ィ
ル
ノ
l
ブ
に
到

着
す
る
。
こ
の
間
も
ゆ
っ
く
り
走
る
列
車
の
窓
か
ら
は
高
い
垂
直
の
岩
壁
か
ら
噴
出
す
る
よ
う
な
白
い
滝
が
幾
条
も
み
与
え
た
り
す
る
。
列

車
は
鉄
で
組
ま
れ
た
誠
に
貧
弱
そ
う
な
橋
の
上
で
故
意
に
停
ま
る
よ
う
で
肝
を
潰
す
。
ヴ
ィ
ル
ノ

l
ブ
は
、

ロ
ー
ン
川
が
レ
マ
ン
湖
に
注

ぐ
三
角
洲
の
小
さ
な
町
で
あ
る
。
さ
す
が
に
緑
も
多
く
、
急
に
光
は
隊
し
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
町
を
西
側
か
ら
抱
き
と
め
る
よ
う
な
形

の
急
斜
面
の
山
が
あ
り
、
そ
の
斜
面
の
突
端
に
シ
オ
ン
城
、
が
あ
る
と
い
う
わ
け
だ
。
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長
々
、
と
ロ
l
ン
川
に
沿
っ
て
走
る
鉄
道
の
旅
の
こ
と
を
書
い
て
し
ま
っ
た
が
、
わ
た
く
し
が
書
こ
う
と
し
た
の
は
二
五

0
キ
ロ
メ
l
ト

ル
以
上
に
も
及
ぶ
こ
の
流
域
が
今
日
で
も
文
字
通
り
の
閉
塞
地
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
閉
塞
地
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、

ロ
ー
ン
川
流
域
は
、
例
え
ば
ウ
ィ
ー
ン
の
文
化
圏
と
ロ

l
マ
の
文
化
圏
と
を
往
還
す
る
殆

ど
唯
一
の
交
通
路
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
南
は
、

レ
マ
ン
湖
か
ら
流
れ
出
る
ロ

l
ン
川
を
下
っ
て
イ

タ
リ
ア
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
は
延
々
と
ロ

l
ン
川
を
遡
り
、
ク
ア
か
ら
さ
ら
に
パ
ッ
ク
ス
(
回
5
F
ω
)
を
経
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
と
が

繋
が
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
レ
マ
ン
湖
か
ら
ロ

l
ン
川
に
沿
っ
て
ウ
ィ
ー
ン
に
至
る
こ
の
交
通
路
を
め
ぐ
っ
て
古
く
か
ら
争
奪
戦
が

く
り
返
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
ル

l
ト
の
支
配
権
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
高
い
通
行
料
を
確
実
に
徴

収
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
三
世
紀
は
じ
め
に
シ
オ
ン
の
大
司
教
か
ら
ロ

l
ン
川
流
域
の
領
有
権
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
サ
ヴ
ォ
ワ
公
の
権
勢
は
格
段
の
飛
躍
を



み
せ
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
ロ

l
ン
川
沿
い
の
ル

l
ト
の
莫
大
な
通
行
料
徴
収
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
権
益
を
確
実
に
す
る
た
め
に

サ
ヴ
ォ
ワ
公
は
ヴ
ィ
ル
ノ

l
ブ
に
港
を
作
り
(
も
ち
ろ
ん
、
交
易
港
と
軍
港
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
)
職
人
を
集
め
、
両
替
所
を
聞
い
た

の
で
あ
り
、
元
来
は
保
養
地
で
あ
っ
た
西
隣
の
シ
オ
ン
城
を
改
修
し
て
堅
固
な
砦
に
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ル

l
ト
の
通
行
料
収

入
が
い
か
に
莫
大
で
あ
っ
た
か
は
、
そ
れ
以
後
サ
ヴ
ォ
ワ
公
の
大
型
ガ
リ
ア
船
団
が
頻
繁
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
を
脅
か
し
た
り
、
北
方
の
ハ
プ

ス
ブ
ル
グ
家
の
領
地
に
侵
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
や
、

シ
オ
ン
城
や
ヴ
ィ
ル
ノ

i
ブ
に
集
ま
る
財
宝
を
隠
す
た
め
に
公
や
軍
人
た
ち

が
競
っ
て
柱
や
壁
を
穿
っ
た
と
か
、
巧
み
な
商
売
で
権
益
を
侵
食
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
を
魔
女
狩
り
的
流
言
な
ど
に
よ
っ
て
追
放
し
た
と
い
う

逸
話
を
示
せ
ば
わ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
重
要
な
交
通
路
や
交
易
地
に

「
自
由
の
精
神
」
が
育
く
ま
れ
る
こ
と
は
民
俗
学
や
歴
史
学
が
教
え
る
常
識
で
あ
る
。
こ
れ

を
逆
に
い
え
ば
、
歴
代
の
サ
ヴ
ォ
ワ
公
が
こ
の
流
域
か
ら
得
ら
れ
る
莫
大
な
権
益
を
守
る
た
め
に
、
そ
し
て
領
民
た
ち
の
精
神
的
共
同
性

を
維
持
す
る
た
め
に
如
何
に
神
経
を
使
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

シ
オ
ン
盆
地
の
出
入
口
に
み
ら
れ
た
古
い
砦
や
砲
台
跡
が

80 

裏
側
か
ら
教
え
て
く
れ
る
の
は
領
民
た
ち
の
秩
序
や
精
神
的
紐
帯
維
持
に
害
を
及
ぼ
す
者
に
対
し
て
は
如
何
に
苛
酷
な
刑
罰
を
加
え
た
か

と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

一
六
世
紀
初
め
ご
ろ
の
サ
ヴ
ォ
ワ
公
の
権
勢
は
絶
大
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。

し
か
し
、
宗
教
改
革
運
動
が
ヴ
ォ
!
と
ロ

l
ン
川
流

域
に
及
ん
で
領
民
た
ち
に
動
揺
を
与
え
た
そ
の
早
い
段
階
の
一
五
三
二
年
、
旧
教
を
守
り
た
い
サ
ヴ
ォ
ワ
公
が
軍
事
力
に
も
の
い
わ
せ
て

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
宗
教
改
革
運
動
に
圧
力
を
加
え
た
こ
と
で
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
市
民
の
反
抗
運
動
を
生
み
、
そ
れ
を
抑
え
る
た
め
に
公
は
市
民
の

抵
抗
運
動
の
指
導
者
で
あ
っ
た
サ
ン
・
ヴ
ィ
ク
ト
l
ル
僧
院
長
ボ
ニ
ヴ
ァ

l
ル
(
彼
は
も
と
は
サ
ヴ
ォ
ワ
公
家
の
血
筋
の
人
で
あ
る
)
を

シ
オ
ン
城
に
幽
閉
し
た
の
で
あ
っ
た
(
彼
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
と
ベ
ル
ン
(
回

2
5
の
連
合
軍
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
た
の
は
四
年
後
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
後
サ
ヴ
ォ
ワ
公
は
ベ
ル
ン
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
公
に
対
し
て
、

ル
ソ
ー
を
学
び
ま
た
フ
ラ
ン
ス
革
命
に



刺
激
さ
れ
た
ヴ
ォ

l
人
た
ち
は
ベ
ル
ン
か
ら
独
立
す
る
こ
と
を
要
求
、
公
が
そ
の
指
導
者
四
人
を
シ
オ
ン
城
に
投
獄
す
る
の
は
一
七
九
一

※ 

年
で
あ
る
。
因
み
に
パ
イ
ロ
ン
は
」
宮
司
号

g
R
え
の
庄
一
一
o
ロ
ョ
に
こ
の
二
つ
の
幽
閉
事
件
を
巧
み
に
重
ね
て
い
る
)
。

わ
た
く
し
は

E
叶，

ZHUユω
g
2
え
ハ
V
E
E
R
-
を
手
に
シ
オ
ン
城
の
牢
獄
を
や
や
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。

参
考
の
た
め
に
、
観
光
案
内
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
書
か
れ
て
い
る
略
図
を
示
し
て
お
こ
う
。

品
川
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日
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「
・

N
コ
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h
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Z
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E
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牢
獄
の
広
さ
(
大
き
さ
)
、
天
井
の
高
さ
、
七
本
の
石
柱
の
配
列
と
間
隔
、
石
柱
の
環
や
鉄
鎖
の
位
置
、
特
に
ボ
ニ
ヴ
ァ

i
ル
が
縛
ら
れ

た
と
さ
れ
る
石
柱
か
ら
レ
マ
ン
湖
側
(
南
)
に
穿
た
れ
た
窓
ま
で
の
距
離
、
窓
の
配
列
と
そ
の
大
き
さ
、
窓
の
下
辺
枠
の
床
面
か
ら
の
高



さ
、
窓
か
ら
見
る
レ
マ
ン
湖
と
湖
を
隔
て
て
見
え
る
山
々
の
よ
う
す
、
窓
か
ら
は
い
る
光
と
音
の
量
と
そ
の
変
化
、
牢
獄
内
の
湿
気
の
具

合
|
|
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
調
べ
る
た
め
に
メ
ジ
ャ
ー
を
持
ち
、
朝
の
開
門
時
間
か
ら
夕
方
の
閉
門
ま
で
城
に
留
ま
っ
て
み
た
の
で
あ
る

(
わ
た
く
し
の
訪
問
は
、
パ
イ
ロ
ン
が
こ
こ
に
来
た
季
節
よ
り
丁
度
一
ヶ
月
早
い
。
城
に
は
絶
え
ず
観
光
客
が
出
入
り
し
た
。
ま
た
城
の

す
ぐ
裏
手
の
城
の
屋
根
と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
の
と
こ
ろ
に
鉄
道
と
普
通
自
動
車
道
路
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
迫
る
山
の
斜
面
約
七
、

八

O
メ

l

ト
ル
の
高
さ
の
と
こ
ろ
に
高
速
道
路
も
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
た
め
に
問
題
な
し
と
は
い
え
な
い
が
|
|
〉
。

さ
て
、
問
題
の
牢
獄
の
位
置
に
つ
い
て

E

寸

Z
M
M号
g
o片
足
。
E
一
宮
町
は
「
W
H

」
で

FmwwmwFOEms-一g
σ
u刊の町一一一。口、
ω
若丘一円

レ
マ
ン
の
湖
水
は
シ
ヨ
ン
の
城
壁
の
傍
に
あ
り
て
、

kr
任。
gmHM円

山
町

OOH
宮
内
目
。
宮
町

σ巳
04匂

多
く
の
水
、
合
流
し
て
注
ぎ
、

ロ
ωBmHω
唱
者
伊
丹

0
3
5
2円

g
円

円

四

Z
d〈一

そ
の
底
は
深
さ
千
尺
。
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1
3
5
5
Cの
F
F
o
p吾
o
E
'一一口。垣内窃

8
2

波
に
取
り
圏
ま
れ
し
雪
白
き
城
壁
よ
り
、

同り
H
0
5
(い町一一一
ORωω
ロ
04〈，
d

各一件。

σ巳
己
O
B
O
E
-

測
量
締
の
垂
下
さ
れ
し
こ
と
も
幾
度
な
り
し
か
。

巧
E
S
H
O
S
巴
与
ocH
吾
0
4司
2
0
Z
E
E
-
ω
一

壁
と
波
と
を
二
重
に
繰
ら
す
こ
の
獄
舎
は
、

湖
水
の
表
面
よ
り
も
な
ほ
低
く
、
客
あ
り
、

〉門日
O
E
E
o
ι
ロ
ロ
問
。
。
口
君
"=mHM円
山

者

mHag

出
向
円
〈

o
g
m戸

内

F
i
l
l
R丘一一
w
m
m
z
i
D加

m
B〈
0・

さ
な
が
ら
生
者
の
墓
の
ご
と
く
、

回
巴
0
4
4
H
F
O
ω
E
F。
。
。
同
己
M
O
F
W
O

そ
の
中
に
わ
れ
等
は
横
た
は
れ
り
。

H
，
FO
内
同
防
長
〈
mEP--244}MOB-ロ
君
。

zuコ

夜
と
な
く
壷
と
な
く
、

打
ち
寄
す
る
波
の
響
を
頭
上
に
聞
き
ぬ
。

耳、。

}MmwmHI門日一丹江田
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ι
門戸
m-U刊一



と
描
い
て
い
る
。
(
囚
人
が
聞
く
波
の
音
が
床
面
か
ら
五
メ
ー
ト
ル
も
の
高
さ
に
な
る
天
井
|
|
一
列
に
配
さ
れ
た
七
本
の
石
柱
に
支
え

ら
れ
る
ド
1
ム
状
の
石
組
み
で
あ
る
ー
ー
に
は
ね
返
っ
て
、
あ
た
か
も
波
が
頭
上
に
ざ
わ
め
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
い
の
で
あ
れ

ぼ
〉
牢
獄
の
床
は
湖
面
よ
り
下
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
問
題
の
牢
獄
は
|
|
ボ
ニ
ヴ
ァ

l
ル
が
縛
ら
れ
た
も
の
と
さ

れ
る
石
柱
に
パ
イ
ロ
ン
が
自
分
の
名
前
を
刻
ん
だ
と
し
て
、
今
日
で
は
そ
の
部
分
に
プ
レ
ー
ト
状
の
保
護
板
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
後
世
人
に
よ
る
ま
こ
と
し
や
か
な
い
た
ず
ら
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
だ
が
ー
ー
そ
の
床
面
が
湖
面
よ
り
は
四
メ
ー
ト
ル
以
上
も
上
に
な
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
牢
獄
の
更
に
下
に
地
下
牢
が
あ
っ
た
と
の
説
明
書
も
あ
っ
て
錯
層
し
て
い
る
。
く
り
返
し
改
修
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
確
実
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、

シ
オ
ン
城
、
が
も
と
も
と
レ
マ
ン
湖
に
突
き
出
た
岩
の
上
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
問
題

の
牢
獄
の
北
側
の
壁
(
レ
マ
ン
湖
に
接
し
て
作
ら
れ
た
南
側
の
窓
の
あ
る
石
壁
で
は
な
い
〉
が
部
分
的
に
天
然
の
岩
の
面
を
そ
の
ま
ま
生

か
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
裂
け
目
か
ら
僅
か
で
は
あ
る
が
水
が
診
み
出
る
斜
面
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
量
す
る
と
、
こ
の
牢
獄

83 

の
下
に
さ
ら
に
七
本
の
石
柱
と
囚
人
の
弟
の
亡
骸
を
埋
め
た
と
い
う
土
の
床
面
を
持
つ
同
規
模
の
地
下
牢
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
も

と
よ
り
、
東
隣
り
に
は
問
題
の
牢
獄
よ
り
床
面
が
約
一
メ
ー
ト
ル
低
く
作
ら
れ
た
こ
つ
の
小
部
屋
が
あ
る
(
図
の

5
)
。
こ
れ
ら
の
小
部
屋

の
天
井
の
高
さ
は
二
メ
ー
ト
ル
程
度
で
あ
り
石
柱
も
な
い
。
床
面
も
湖
面
か
ら
約
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
牢
獄

で
あ
り
ま
た
穀
物
部
屋
だ
っ
た
と
説
明
書
に
あ
る
。

問
題
の
牢
獄
は
レ
マ
ン
湖
の
水
面
下
に
設
置
さ
れ
た
地
下
牢
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
推
量
で
き
る
理
由
を

E

斗
宮
司
母
8
2
0同

。z--OR.
の
中
か
ら
も
説
明
で
き
る
と
思
う
。
例
え
ぼ
、
囚
人
が
弟
の
死
を
悲
し
む
あ
ま
り
大
声
を
あ
げ
て
叫
び
な
が
ら
跳
び
上
が
っ
た

は
ず
み
で
鉄
鎖
が
切
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
後
の
場
面
「
X
」
は

〉
一
一
加
}
同
門
官

o
w
o
E
己
目
当
ロ
ヨ
可

σ
E
E
-
-

一
僚
の
光
わ
が
頭
上
に
閃
め
き
た
り
。
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た

ま

し

ひ

パ

ラ

ダ

イ

ス

弟
の
精
霊
の
化
身
か
と
も
思
い
、
わ
れ
を
慰
め
る
た
め
に
楽
園
か
ら
来
た
か
と
も
思
う
小
鳥
は
「
光
射
す
壁
の
隙
間
」
と
い
う
の
だ
か
ら

恐
ら
く
牢
獄
の
南
に
聞
け
る
窓
枠
に
止
ま
っ
て
鴫
っ
て
い
る
の
、
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
苅
」
の
末
尾
と
「
班
」
の
官
頭
部
分
、
が

回
三
日
毛
訟
の
ロ
口
一
OEωgmwω
のゆロ

ι

わ
れ
物
め
づ
ら
し
さ
に
、

-門。

su『

σmw同
へ
円
四
若
宮
内
日
04〈
ω・
mH同
ι
汁

0σσ
ロ門日

格
子
窓
に
よ
ぢ
上
り
、

。
ロ
S
E
R
O
W
C旬
。
ロ
任
命
日

O
E
M
S
-ロ
ω
E加}回、

今
一
度
、
高
き
山
脈
を
凝
視
め
た
り
。

吋，

FO
門戸巳
E
O同

m
ニo
iロ
加
。
可
0・

静
か
に
、
懐
し
げ
な
る
瞳
も
て
、

つ
く
づ
く
と
見
守
り
た
り
。

「廻」

「班」

Hmmd〈
吾
0
5
1
8乱
吾
3
4〈
R
O
円
F
0
8
5
0・

わ
れ
山
脈
を
眺
め
た
り
。
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吋，

FO司
君
。
吋
O
D
O円。
Fmgmo門二一
W
0
5
0
宮
内
55mwu

山
々
の
姿
は
わ
れ
の
如
く
獲
る
こ
と
な
く
、

H
8
4〈
任
。
一
円
吾
。
己
ω山口
ι
可
O
m
H
3
0同

ω
5
4〈

頂
上
は
千
古
の
雪
に
蔽
は
れ
、

P

E

S

-
吾

O町
三
号
一
o
a
z
z
z一odF

麓
に
は
庚
く
長
く
湖
水
横
た
は
り
、

〉
ロ
向
日
同
町
O
E
E
O

同

N
Z
O
ロ
o
s
pロ
0
2
2
0
4〈一

青
き
ロ

l
ヌ
の
河
に
水
の
渡
る
を
見
た
り
。

-FmwmH門戸

H
F
o
-
5吋円。ロ仲間
w-OMH日vmwロ
門
目
的
ロ

ωF

穿
た
れ
し
巌
、
倒
れ
し
樹
に
せ
か
れ
、

0.0吋
の
}Mmwロ
D
o
-
-
d
g
o
w
m
H
H丘
σHOWOロ
σロ
ω町一

跳
び
ほ
と
ば
し
る
流
れ
の
音
を
聞
き
ぬ
。

-
8
4匂
吾
0
4
4
E
g
t君
"
=
d
向山町
E
5
5
4〈口、

遥
か
彼
方
に
、
白
壁
の
町
々
浮
び
、

〉
ロ
円
四
若
E
H
2
8
-
Z
加。

ω
E
S
S
E加
向
山
。
君
主

白
帆
の
波
を
掠
め
て
走
り
行
く
様
も
見
ゆ
。



と
な
っ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
こ
の
窓
枠
は
湖
面
の
上
に
設
置
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
牢
獄
が
「
湖
水
の
表
面
よ
り
も
な
ほ
低

く
、
客
あ
り
」
と
い
う
地
下
牢
な
ら
ば
明
ら
か
に
矛
盾
を
生
じ
る
。

わ
た
く
し
が
実
見
し
た
シ
オ
ン
城
の
牢
獄
(
図
の

7
)
は
湖
面
よ
り
上
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

R
H，
zo
司
ユ
ω
O
D
O
円
。
刊
の
町
一
一
一
。
ロ
ョ
の

牢
獄
も
レ
マ
ン
湖
の
水
面
下
に
作
ら
れ
た
地
下
牢
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

次
に
牢
獄
内
の
構
造
な
ど
を
報
告
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
七
本
の
石
柱
は
、
先
述
の
よ
う
に
も
っ
と
も
長
い
も
の
で
五
メ
ー
ト
ル
程
度
、

最
短
の
も
の
で
三
メ
ー
ト
ル
だ
ろ
う
か
。
そ
の
間
隔
も
約
一
一
一
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
窓
は
レ
マ
ン
湖
側
に
五
つ
穿
た
れ
て
い
る
。
細
い
縦
長

の
形
で
、
窓
枠
の
下
辺
は
牢
獄
の
床
面
か
ら
二
メ
ー
ト
ル
ち
ょ
っ
と
の
高
さ
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
立
っ
た
だ
け
で
は
窓
を
通
し
て
外
の

風
景
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
「
溜
」
で
窓
か
ら
山
脈
や
湖
水
さ
ら
に
帆
船
を
見
る
囚
人
は
壁
に
足
場
を
作
っ
て
い
る
〉
。
多
量
の
湿
気

を
含
む
土
床
は
深
い
黒
色
を
し
て
い
る
。
内
部
は
全
体
が
暗
く
(
特
に
初
夏
の
日
射
し
の
中
か
ら
こ
の
牢
獄
に
は
い
る
と
真
暗
な
感
じ
で

86 

足
元
も
お
ぼ
つ
か
な
い
が
、
目
が
慣
れ
て
く
る
と
窓
か
ら
の
光
を
舷
し
く
感
じ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
幅
七
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
牢
獄

の
北
側
の
天
然
の
岩
で
で
き
て
い
る
壁
面
を
詳
し
く
調
査
す
る
に
は
懐
中
電
燈
を
要
す
る
ほ
ど
暗
い
て
城
が
湖
水
に
接
す
る
こ
と
や
部

厚
い
石
で
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
影
響
し
て
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、
内
部
は
非
常
に
湿
度
が
高
い
。
従
っ
て
五
月
下
旬
の
昼
間
に
窓
か
ら
射

し
込
む
光
は
硬
質
ガ
ラ
ス
の
反
射
光
の
よ
う
に
鋭
く
感
じ
る
。
厳
冬
期
の
光
ま
た
月
光
も
恐
ら
く
身
を
刺
す
よ
う
に
鋭
く
且
つ
冷
た
く
感

じ
ら
れ
る
は
ず
だ
。

J
Z
M
M
Z
ω
O
ロ
2
0『

(
V
Z
E
D
-
-
の
「
E
」
は
次
の
よ
う
な
描
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
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R
O
m
w
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。
お
〈
O
ロ
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5
0巳仏、

奥
深
く
、
歳
経
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シ
ヨ
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V
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E
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ω
向山口口加。。ロ
ω
乱。。目
v
m
w
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ゴ
シ
ッ
ク
風
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七
基
の
国
柱
あ
り
、

1
2
2
0
m
S
ω
O
J話
口
。
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一
ロ
ヨ
ロ

ω
B
a
a
s
ι
加円

3
・

柱
は
太
く
し
て
灰
色
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oω
二

Z
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5
u
J

関
、
ち
寵
め
ら
れ
し
鈍
き
光
を
受
け
て
ほ
の
か
に
見
ゆ
。

か
そ
け
く
漏
れ
入
る
陽
の
光
線
は
、

戸
惑
ひ
て

口
一
自
宅
一
円

}Mmwιz一
一
一
ヨ
刀
ユ
ωoロ
d
s
uコ

〉
ロ
門
山
岳

3
ロ
∞
吾
ゅ
の

5
1のめ

mgι
吾
ゅ
の
町
四
円

厚
き
壁
の
裂
縛
を
貫
き
、

。『F
0
5一の
W

毛
色
町
内
向
}
一

mwロ
巴
丘
一
民
円
一

濃
潤
れ
る
床
上
を
伺
旬
ひ
っ
斗
、

〈

U
3
0℃
吉
加
。

.
2
5
0
2
0。司

ωO
円山内同日句、

沼
地
の
鬼
火
の
ご
と
く
射
し
入
る
。

F
-
r
m
w
m
S
R
ω
円
ω
5
2
0
0二
戸
ヨ
方
一

柱
ご
と
に
環
あ
り
、

〉口内山

E
o
m
o
F
℃
一
一
一
日
吾

2
0
一ωmH
ユロ加、

環
ご
と
に
織
鎖
あ
り
、

〉
ロ
【
山
宮
内
wm戸ハリ}】ユロ∞

5
2
0
一ω
仰
の

FmZR
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「
厚
き
壁
の
裂
締
を
貫
」
く
光
線
は
寧
ろ
鋭
い
と
い
う
べ
き
で
、
翻
訳
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
か
そ
け
く
漏
れ
入
る
」
と
も
思
え
な
い
。

パ
イ
ロ
ン
が
見
た
六
月
の
光
線
は
も
っ
と
強
烈
で
鋭
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
牢
獄
の
床
を
湖
面
よ
り
下
に
設
定
す
れ
ば

こ
の
描
き
方
は
妥
当
か
も
知
れ
な
い
。

い
や
石
壁
の
堅
固
さ
と
弟
た
ち
の
死
後
ど
れ
ほ
ど
の
時
聞
を
経
た
か
も
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る

囚
人
の
暗
欝
な
気
分
、
さ
ら
に
冬
の
季
節
の
光
線
と
を
重
ね
れ
ば

5
5
3
5
∞
0
.
2
5
0
2
0
2
8
含
ヨ
日
y

ピ
志
向

5
2
ω
町
ω
5
2
0
0吋

E
B匂
」
(
「
潟
潤
れ
る
床
上
を
伺
旬
」
う
よ
う
な
、
ま
た
「
沼
地
の
鬼
火
」
の
よ
う
な
)
と
い
う
形
容
は
効
果
的
な
強
調
用
法
と
読
む
こ
と

は
で
き
る
だ
ろ
う
。

約
三
メ
ー
ト
ル
の
間
隔
に
配
さ
れ
た
石
柱
と
鍛
鎖
に
繋
れ
た
三
人
の
よ
う
す
に
つ
い
て
、
「
E
」
で
は

叶，

you刊の}区一
Dmw【山口
ωmwmwハv
z
g
m凶
の
。
一
戸
ヨ
ロ

2
0ロ
ク

石
の
園
柱
に
、



〉
ロ
仏
語
。
君
。
円
。
吾
円
。
守
|
可
m
w
f
o
m
o
F
巴
ODoh

わ
れ
等
三
人
1

1

一
人
々
々
に
繋
が
れ
、

巧
ゅ
の
O
ロ
E

ロ
O
H
5
0
2
m
w
ω
E
E
0
3
8、

一
足
も
歩
む
能
は
ず
、

耳
、
。
。
。
巳
仏
ロ
O円

ω
o
o
o
m
w
m
M
F
O己百円‘
ω
E
-
n
v
p

互
ひ
に
顔
を
見
合
ふ
こ
と
す
ら
叶
は
ず
、

国
王
者
一
門
町
長
見
可
色
。
尚
一
口
内
同
一
一
〈
庄
一
-
∞
宮

蒼
白
き
光
さ
を
受
け
て
、

、H，F
巳

Bmw円四
mwcωω
片
足
ロ
加
。
一
日
吉

OEHω
一∞宮一

見
知
ら
ざ
る
人
の
如
く
に
見
ゆ
る
の
み
。

〉
昆
同
町
ロ
ω
件
。
∞
E
V
R
l
u可
忠
告
白
件
、

か
く
も
、
わ
が
同
胞
相
連
れ
て
、

互
ひ
に
距
て
ら
れ
手
柳
か
け
ら
れ
し
も
、

と
書
い
て
い
る
。
極
め
て
現
実
的
な
こ
と
を
指
摘
す
れ
ば
、
そ
し
て
実
際
に
そ
れ
を
使
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
囚
人
が
使
う
排
便
の
場
所

は
石
柱
か
ら
約
三
メ
ー
ト
ル
は
離
れ
た
南
側
の
石
壁
の
下
の
土
聞
に
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
鉄
鎖
の
長
さ
も
三
メ
ー
ト
ル
は
あ
っ
た
ろ
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う
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
一
足
も
歩
む
能
は
ず
」
は
誇
張
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
三
人
の
兄
弟
が
一
本
お
き
に
石
柱
に
繋
れ

て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
、
弟
の
死
を
描
く
「
刊
」
で

回

E44F可
乱
。
一
ω
三
F
3
2
2
l
Z
弘
一
色

さ
れ
ど
も
、

ま
こ
と
に
は
、

i
ー
あ
ふ
、
彼
は
死
せ
り
。

日

ω俗語、

mwロ門目。
o
z
E
ロ
O
同
町
。
庄
町
一
ω
F
m
m仏・

わ
れ
、
目
の
あ
た
り
見
た
り
し
が
、
彼
の
頭
を
手
に
支
ふ
る
こ
と
叶
は
ず
、

Z
O
H
B
m
o
F

寄
金
口
m
E
E
1
5
7
1乱
。
三

l

そ
の
臨
終
の
手
を
!
i』
否
、
死
せ
る
手
を
す
ら
握
る
能
は
ざ
り
き
。

と
い
う
の
も
あ
り
う
る
こ
と
で
は
あ
る
。
こ
れ
も
囚
人
の
孤
独
を
強
調
す
る
た
め
の
虚
構
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の



虚
構
は
見
事
に
成
功
し
て
い
る
わ
け
だ
が
|
|
。

シ
オ
ン
城
全
体
は
都
市
住
民
の
日
常
か
ら
は
想
像
も
で
き
な
い
ほ
ど
静
か
で
あ
る
。
裏
手
の
狭
い
堀
割
を
隔
て
た
と
こ
ろ
に
あ
る
樹
々

や
城
の
屋
根
で
鴫
る
鳥
の
鳴
声
が
そ
の
静
け
さ
を
一
層
際
立
た
せ
る
。
「
K
」

の

司
一
日
件
。
m
ヨ
o
F
o
E
8
0
町
一
一
∞
Z
W
M
E
円
凶
巳
円
、

先
づ
光
消
え
去
り
、

〉
ロ
円
四
同
町
内
w
ロ
O
同
乱
R
W
H
M
O
ω
ω
g
o
u

空
気
な
く
な
り
、

H
F
m戸
ι
ロ
o
-
F
F
o
g
加
F
Y
ロ
。
-
r
w
o
一
一
口
∞
ー
ー
ロ
O
ロ
m
w
l
1

や
が
て
闇
さ
へ
消
え
失
せ
ぬ
。

〉
ヨ
。
ロ
∞
吾
o
ω
什

O
ロ
g
H
件
。
。
円
山
m
w
ω
件
。
ロ
0・

わ
れ
に
は
何
等
の
思
ひ
も
な
く
、

〉
ロ
円
四
若
m
wタ

ω
の
川
口
の
ゅ
の
O
ロ
ω
の
一
o
ロ
ω
当
F
m
w片
目
老
町
?

如
何
な
る
感
じ
も
な
く
、
|
|
何
物
も
な
し
。
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〉
ω
ω
F
E
E
g
ω
の
E
m
ω
4
1
門
町
一
口
任
。
ョ
一
ω
f

石
の
壁
の
聞
に
、
石
の
ご
と
仲
立
め
り
。

司
O吋

m
w
-
一
語
g
g
m
ロ
F
m
H
M
門
戸
g
o
m
w
w
w
m
w
H
丘
∞
B
Uコ

し
て
、
潅
木
も
茂
げ
ら
ざ
る
断
崖
の
霧
に
包
ま
れ
た
る
を
、

日
件
当
m
H
ω
ロ
E
E
S
H
|
芹
若
8
5
庁
内
凶
m
号
、

わ
れ
と
わ
が
身
に
費
え
ざ
る
態
。

同
庁
君
m
F
ω
ロ
2
0
2
ロ
円
F
O
門
日
ロ
ロ
加
。
。
ロ
E
m
宮
、

四
圏
は
総
て
こ
れ
空
虚
、
荒
涼
と
し
て
暗
灰
色
。

ω
o
v
m
w
門
広
三
円
O
S
U可

F
o
m
H
〈
可
巴
加
Z
・

夜
に
も
あ
ら
ず
|
|
壷
と
も
費
え
ず
。

回
ロ
門
〈
M
W
の
m
w
ロ
の
可
ω
σ
ω
。
円
日
比
ロ
加
ω
℃

mwoo-

わ
が
鈍
き
瞳
に
憎
く
き
、

E

2

5

含
g
ω
1
4
1
P
O
E
m
-
R
o
u

獄
舎
の
明
か
り
さ
へ
な
し
。

、
3
3
3
3
5
ω
E
3
1
5
2
5
1
5
己
5
0
1

一
切
の
空
を
併
呑
す
る
無
限
の
空
間
に
は

z
o
S
ゅ
の
W
1
8
0
F
S
加
。
|
ロ
o
m
g
ι
|
ロ
。
。
ユ
5
0
|

た
N
A

一
黙
の
固
定
せ
る
所
も
な
く
、



回ロ円

ω
一-o
ロの
0

・山口内山

mwω
丘町一。
ω
ω
σ
同

mwmEZ

其
庭
に
は
星
も
な
く
、
土
も
な
く
、
時
も
な
く
、

巧
E
o
F
S
一円
F
2
4〈
g

o
ご
一
甘
口
O
吋
号
丘
町
一

阻
止
す
る
も
の
も
な
く
、
第
化
も
な
く
、

善
も
な
く
、

ま
た
罪
も
な
し
。

た
H
A

静
寂
と
、

生
に
も
あ
ら
ず
、
死
に
も
あ
ら
ざ
る
、
動
く
こ
と
な
き
呼
吸
と
の
み
。

と
い
う
絶
対
的
孤
独
の
後
に

「X
」
で
「
小
鳥
の
鳴
る
悦
び
の
歌
」
を
描
く
構
成
と
展
開
が
、
こ
の
詩
の
主
題
た
る
「
自
由
の
希
求
」
を

際
立
た
せ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

※ 

シ
オ
ン
城
特
に
牢
獄
の
調
査
報
告
に
重
ね
て

E

寸
志
司
ユ
ω
。
ロ
ゆ
円
。
ご
い

E-oロ
ョ
の
解
釈
に
少
し
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
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と
も
に
牢
獄
に
繋
れ
た
囚
人
の
苦
悩
や
突
然
の
解
放
を
描
き
な
が
ら
、
パ
イ
ロ
ン
の
詩
と
透
谷
の
詩
に
は
か
な
り
の
違
い
が
み
ら
れ
る

こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

一
つ
の
点
に
絞
っ
て
大
雑
把
な
指
摘
を
し
て
お
き
た
い
。

パ
イ
ロ
ン
は
、
二
六
行
構
成
の

「I
」
で
、
冒
頭
か
ら
一

O
行
目
ま
で
を
使
っ
て
「
わ
れ
」
の
現
在
の
髪
や
足
の
携
み
の
よ
う
す
を
示

し
、
そ
の
後
一
一
行
目
か
ら
二
四
行
目
ま
で
を
使
っ
て
幽
閉
の
理
由
を
語
ら
せ
て
い
る
。

一
一
行
自
か
ら
後
の
部
分
を
示
し
て
み
よ
う
。

回
三
吾
一
ω巧mwω

『O
吋
5uよ
丘
町
2.ω

問問一号・

か
く
も
わ
れ
鎖
に
つ
な
が
れ
、
死
に
迫
ら
る
ふ
は
、

わ
が
父
の
信
仰
の
た
め
な
り
。

こ
れ
、

日
ω
戸田『向。へ仏の
}dmw
一口
ω
m
w
D
仏
の
O
ロユゆ門日

ιomH
門町一

↓Fmw
同
町
伊
丹
}
百
円
唱
。
町
宮
町
内
凶

mw
円同町。

ω
宮戸}肉。

わ
が
父
は
毅
然
と
し
て
棄
て
ざ
る
信
仰
の
た
め
、



司
2
5
D
E
ω
}
M
O
君
。
ロ
E
D
O円
四

OHgwou

つ
ひ
に
刑
場
の
露
と
消
え
、

krロ
乱
同
O
H
5
0
8
5
0
E
ω
Z
H
M
O
m
-
5
8

し
て
ま
た
わ
が
血
族
も
同
じ
信
仰
の
た
め
に

日
ロ
【
由
民
}goωω
向。ロロ円凶

mwι
君
。
=
一
口
加
1
1
R
R

暗
黒
の
中
に
住
む
身
と
は
な
り
ぬ
。

わ
れ
等
七
人
の
同
胞
も
、
今
は
た
H
A

ひ
と
り
と
な
れ
り
|
|

巧
0
4〈
O
B
ω
ω
話
口
|
者
『

0
5
4〈
民
。
。
ロ
0・

ω-x-ロ
可
。
c-FVmw口
内
山
。
口
。
一
HMm
∞0・

六
人
は
若
く
し
て

一
人
は
歳
老
い
た
り
し
が
、

司一口一
ωF.門
-mω
昨日
MOU『

FNH向山

σ0加ロロ・

暴
威
を
振
ふ
宗
教
迫
害
の
嵐
に
め
げ
ず
、

同M
『

OC【凶

0同
司
ゆ
吋
mwOのロ
Z
O口
正
吋
mwhwo一

終
始
一
貫
所
信
を
貫
き
た
り
。

。
口
角
川
一
口
出
足
、

mwHM円
四
件
当
o
E
2巴
子

一
人
は
火
刑
に
就
き
、

二
人
は
戦
場
に
朴
れ
、

↓FO町
σ巴一。『

41円
}
M
E
0
0円山町
mwa〈ゆ

ωo巳正一

仇、そ
敵、の
の、信
否、仰
認、は
め、血
る、を
信、以
仰、て
を、詮
守、さ
り、れ
て、ぬ
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ロu
、一口加

m
B
H
E
O町一「
mw己
MO片品一
ω門「

3
2
z
o
o
E
E
H
F
g
号
口
一
色
一
|

父
と
同
じ
く
死
に
就
け
る
な
り
。

と
い
う
よ
う
に
幽
聞
の
理
由
が
「
仇
敵
の
否
認
め
る
信
仰
」
に
あ
る
こ
と
を
強
く
印
象
づ
け
る
。
も
ち
ろ
ん
、

一
一
行
目
か
ら
二
四
行
目

ま
で
の
こ
の
部
分
の
大
半
は
過
去
回
想
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
が
、
冒
頭
か
ら
一

O
行
固
ま
で
が
「
わ
れ
」
の
現
在
の
よ
う
す
を
措

く
こ
と
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
と
、

二
行
目
か
ら
二
四
行
固
ま
で
の
こ
の
部
分
で
も
敢
え
て
一
七
行
目
で
「
君
。

4
2
3
ω
2
8
1
4〈

g

ロ
04〈

m
H
3
8
0・
」
を
挿
入
し
て
現
在
時
聞
に
包
摂
し
、
ま
た
「
I
」
の
末
尾
を
「
O
向
者
}
5
5
E
ω
1
4
2
R
W
町
一
丸
二
E
Z
g己
(
「
わ
れ

の
み
は
見
る
影
も
な
く
こ
斗
に
生
き
残
り
ぬ
」
)
と
締
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
I
」
の
全
体
を
「
わ
れ
」
の
現
在
時
間
で
統
括
す
る
パ
イ
ロ

ン
の
手
法
が
注
意
さ
れ
る
。

E

寸
Z
H
V同一
ω
S
2
0向
。
E
-
8
3
は

「I
」
全
体
の
時
間
枠
が
明
ら
か
に
現
在
に
統
括
さ
れ
て
い
る
か
ら
、



「E
」
の
官
頭
部
分
も
無
理
な
く
現
在
の
時
間
枠
の
中
で
導
き
出
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

透
谷
は
、
己
れ
の
詩
を
構
想
せ
ん
と
試
み
る
と
き
」

Z
H
J
5
5吋

O
同

(
V
E
Z
ロ
ョ
の
冒
頭
部
分
に
余
程
強
い
刺
激
を
受
け
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
ま
ま
取
り
込
も
う
と
し
た
と
推
量
さ
れ
る
の
だ
が
、
透
谷
は
「
余
」
の
現
在
の
姿
を
描
こ
う
と
し
て
、

ま
ず

「
余
」
が
花
嫁
を
含
む
壮
士
た
ち
の
首
領
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
身
分
証
明
を
す
る
の
に
官
頭
か
ら
過
去
時
間
に
ひ
き
つ
け
て
説
明
し

よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
台
小
て
誤
っ
て
法
を
破
り
/
政
治
の
罪
人
と
し
て
捕
ら
ハ
れ
た
り
」
と
殊
更
に
注
意
を
ひ
く
そ
の
過
去
の
時

聞
に
よ
る
提
示
の
仕
方
が
現
在
の
「
余
」
の
よ
う
す
を
描
か
ん
と
す
る
意
図
を
浸
食
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

つ
ま
り
「
曾
っ
て
誤
っ
て

法
を
破
り
/
政
治
の
罪
人
と
し
て
捕
ら
ハ
れ
た
り
」
と
は
「
余
」
の
現
在
の
自
己
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
規
定
の
仕

方
い
わ
ば
認
識
の
基
点
が
「
曾
っ
て
」
に
あ
っ
て
、
そ
れ
に
強
く
規
制
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
政
治
の
罪
人
と

し
て
捕
ら
ハ
れ
た
」
と
い
う
誠
に
刺
激
的
な
「
余
」
の
提
示
が
効
果
的
で
あ
る
だ
け
に
逆
に
一
層
読
者
の
意
識
が
「
曾
っ
て
」
と
は
い
つ
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の
こ
と
か
、
さ
ら
に
は
「
誤
っ
て
」
と
は
ど
の
よ
う
に
「
誤
っ
て
」
な
の
か
と
い
う
よ
う
に
、
透
谷
の
意
図
を
離
れ
て
狭
雑
物
の
側
に
誘

わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
透
谷
、
が

E

寸
志
司
号
g
R
O刊の
E
-
Sョ
に
な
ら
っ
て
「
余
」
の
現
在
の
よ
う
す
と
幽
閉
の
理
由
と
を
提
示
し
て
お
こ
う
と

し
た
こ
と
は
わ
か
る
。
「
第
ご
が
読
者
の
強
い
関
心
を
引
く
効
果
を
持
っ
た
構
成
法
で
あ
る
こ
と
も
-
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
が
、

J
F
o
p
-
ω
8
2
え
の
E
一一oロ
ョ
で
は
囚
人
の
現
在
の
姿
容
を
説
明
し
ま
た
幽
閉
の
理
由
を
示
す
「
I
」
の
部
分
、
が
冒
頭
と
末
尾
の

部
分
に
み
ら
れ
る
現
在
の
時
間
枠
で
が
っ
ち
り
と
統
括
さ
れ
る
形
の
二
六
行
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
楚
囚
之
詩
』
は
そ

れ
を
二
つ
に
分
け
て
描
く
。
そ
し
て
「
第
ご
は
入
行
、
「
第
二
」
は
二
四
行
構
成
で
あ
る
。
し
か
も
「
余
」
の
現
在
の
よ
う
す
を
描
く
意

図
で
着
手
さ
れ
た
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
、
「
第
ご
は
前
半
の
四
行
が
過
去
の
時
間
を
基
点
と
す
る
「
余
」
の
身
分
証
明
に
な
っ
て
い
る
。

(
ま
た
後
半
の
四
行
で
最
愛
の
「
花
嫁
」
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
も
手
伝
っ
て
〉
「
余
」
の
い
ま
の
姿
容
や
孤
愁
の
思
い
を
描
く
こ
と
に
徹
し



て
い
な
い
。

つ
ま
り
「
第
ご
全
体
が
「
曾
っ
て
誤
っ
て
法
を
破
り
/
政
治
の
罪
人
と
し
て
捕
ら
ハ
れ
た
り
」
と
い
う
過
去
の
時
間
に
余

り
に
も
強
く
規
制
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
「
余
」
は
「
曾
っ
て
誤
っ
て
法
を
破
り
」
と
い
う
誠
に
強
い
過
去
の
光
源
か
ら
照
ら
し
出
さ
れ
る

結
果
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
パ
イ
ロ
ン
の
場
合
と
は
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
と
も
と
透
谷
の
意
図
が
、
パ
イ
ロ
ン
に
な
ら
っ
て
「
余
」
の
現
在
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
推
量
で
き
る
。
そ
れ
は
「
第
二
」

の
描
き
方
を
見
れ
ば
容
易
に
わ
か
る
。

バ
イ
ロ
ン
は
、
例
え
ば
幽
閉
さ
れ
て
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
が
経
過
し
た
か
も
わ
か
ら
な
い
絶
対
的
孤
独
の
中
に
あ
る
囚
人
「
わ
れ
」

の
髪

や
足
の
携
み
を
次
の
よ
う
に
描
く
。

E
H，FO
司
ユ

ωOロ
2
0刊の
Y
E
oロ
ョ
の
「
I
」
を
見
ょ
う
。
冒
頭
か
ら
一
一
行
目
ま
で
は

Z
O
H
m
s
d〈
一
件
当
E
5・

わ
が
頭
に
霜
は
お
け
ど
、

歳
老
い
し
た
め
に
は
あ
ら
ず
、

俄
か
に
襲
ひ
し
恐
怖
に
て
か
く
な
り
し
人
の
ご
と
、
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司
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わ
が
四
肢
揚
み
た
れ
ど
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苦
役
の
た
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に
は
あ
ら
で
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司

O吋己
MOU『
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σ
o
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E
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円

E
E
g
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わ
が
運
命
果
敢
な
く
て
、



回
三
門
町
宮
当

mHω
『

2
5
U可
片
山
岳

2.ω
佐
一
任

な
つ
か
し
き
土
を
も
踏
ま
ず

大
気
を
も
吸
ふ
能
は
ざ
る
人
の
ご
と
、

土
と
大
集
と
を
断
食
の
態
。

か
く
も
わ
れ
鎖
に
つ
な
が
れ
、
死
に
迫
ら
る
与
は
、

こ
れ
、
わ
が
父
の
信
仰
の
た
め
な
り
。

と
書
か
れ
て
い
て
、
(
先
に
述
べ
た
よ
う
に
)
強
く
現
在
の
時
間
が
支
配
し
て
い
る
。
幽
閉
の
理
由
を
提
示
す
る
前
に

「

σ三
口
O
円

J
W

z
o
己
、
「
円
F
o
g
s
ロ
2
J∞
巳
」
(
「
あ
ら
ず
」
「
あ
ら
で
」
「
踏
ま
ず
」
〉
と
く
り
返
さ
れ
る
否
定
の
技
法
も
相
乗
効
果
を
作
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

「
田
正
吾
ぽ
垣
内
窃
向
。
吋

H
a
F
F
O
P
E
-同
町
」
(
「
こ
れ
、
わ
が
父
の
信
仰
の
た
め
な
り
」
)
と
い
う
断
定
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
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な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
『
楚
囚
之
詩
』
の

「
第
二
」
は
、

余
が
髪
は
何
時
の
間
に
か
伸
ひ
て
い
と
長
し
、

前
額
を
葦
ひ
眼
を
遮
り
て
い
と
重
し

沈 肉
み は

落
又歳萎ち
た月れ骨
疾を、出
病重縮で
にねみ胸
苦し、は
む故あ、常
魚、にいに
な、ぁ、物枯
ら、ら、憂れ
ず、ず、し

浦
島
が
蹄
郷
の
其
れ
に
も



は
て
似
付
か
ふ
も
あ
ら
ず
。

余
が
口
は
枯
れ
た
り
。
余
が
眼
は
凹
し
、

曾
っ
て
世
を
動
か
す
緋
論
を
な
せ
し
此
口
も
、

曾
っ
て
寓
古
を
通
貫
し
た
る
こ
の
活
眼
も
、

は
や
今
ハ
ロ
ハ
腐
れ
た
る
空
気
を
呼
吸
し

眼
は
限
ら
れ
た
る
暗
き
援
を
陣
腕
し

且
つ
我
腕
ハ
曲
り
、
足
は
捺
ゆ
め
り
。

鳴
呼
楚
囚
!
世
の
太
陽
ハ
い
と
遠
し
!

憶
此
ハ
何
の
科
、
ぞ
や
?

95 

た
H
A

閣
の
前
途
を
計
り
て
な
り
!

憶
此
ハ
何
の
結
果
ぞ
や
?

此
世
の
民
に
壷
し
た
れ
ば
な
り
!

と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
殆
ん
ど
パ
イ
ロ
ン
の
詩
の
剰
窃
で
あ
る
。

し
か
も
既
に
書
い
た
よ
う
に
、
透
谷
は

J
Z
O
M
J
2
8
R
O同

(UE一
一
。
ロ
ョ
の
「

I
」
を
「
第
ご
と
「
第
二
」
と
に
ま
た
が
る
形
で
移
し
て
い
る
。

a
h

斗
}
M
o
p
-
ω
o
ロ
O
H
O
丈
vy---83
に
は
な
い
前
額
、
肉
、

骨
、
胸
、

口
、
限
、
太
陽
な
ど
の
数
多
く
の
具
体
物
を
示
し
て
或
る
観
念
や
イ
デ
ー
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
日
本
文
学
の
伝
統
的
表

現
法
と
い
え
な
く
は
な
い
が
、
既
に
透
谷
独
自
の
重
畳
表
現
あ
る
い
は
鋭
い
対
句
的
表
現
に
な
り
え
て
い
る
と
評
価
し
て
も
よ
い
。

し
か

し
、
パ
イ
ロ
ン
の
詩
の

「
I
」
が
二
六
行
で
構
成
さ
れ
、
冒
頭
で
否
定
表
現
を
重
ね
た
後
の
一
一
行
自
で

「
回
三
門
町
一
ω
君
mwω
同

2
5
U可



F
吾
o
へω
F
X
F」
と
強
く
幽
閉
の
理
由
を
打
ち
出
す
形
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
二
四
行
で
構
成
さ
れ
る
『
楚
囚
之
詩
』
の
「
第
一
一
」

は
冒
頭
の
四
行
で
現
在
の
「
余
」
の
髪
や
肉
、
胸
な
ど
の
よ
う
す
を
示
し
、
そ
の
後
の
連
続
す
る
四
行
で
「
故
に
あ
ら
ず
」
「
震
な
ら
ず
」

「
似
付
か
ふ
も
あ
ら
ず
」
と
否
定
を
重
ね
、
さ
ら
に
次
の
六
行
を
使
っ
て
再
び
現
在
の
「
余
」
の
口
や
限
、
携
ゅ
ん
だ
腕
を
示
す
の
だ
が
、

そ
れ
ら
は
一
旦
「
曾
っ
て
世
を
動
か
す
排
論
を
な
せ
し
此
口
」
と
か
「
曾
っ
て
寓
古
を
通
貫
し
た
る
こ
の
活
眼
」
と
い
う
よ
う
に
過
去
の

時
間
に
意
識
を
置
い
て
、
そ
こ
か
ら
照
射
す
る
形
で
「
は
や
今
ご
と
説
明
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
、

一
四
行
自
ま
で
の
部
分
を
一
括
し
て

「
鳴
呼
楚
囚
!

世
の
太
陽
ハ
い
と
遠
し
!
」
と
詠
嘆
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
「
曜
此
ハ
何
の
科
ぞ
や
?
」
「
た

x
園
の
前
途
を
計
り

て
な
り
!
」
と
幽
閉
の
理
由
を
示
す
形
に
な
っ
て
い
る
。

押
韻
の
配
慮
が
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
書
き
方
に
な
っ
た
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、
パ
イ
ロ
ン
の
詩
に
比
べ
て
『
楚
囚
之
詩
』
の
「
第
二
」

の
少
く
と
も
冒
頭
部
分
は
「
余
」
の
現
在
の
外
面
的
姿
容
が
過
去
の
時
間
に
照
射
さ
れ
つ
つ
並
べ
ら
れ
て
い
る
と
の
印
象
を
免
れ
な
い
。

「
第
ご
で
「
曾
っ
て
誤
っ
て
法
を
破
り
/
政
治
の
罪
と
し
て
、
捕
ハ
れ
た
り
」
と
書
き
出
し
、
ま
た
「
第
二
」
で
「
園
の
前
途
を
計
り
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て
な
り
!
」
「
此
世
の
民
に
蓋
し
た
れ
ば
な
り
!
」
と
い
う
刺
激
的
な
幽
閉
の
理
由
を
用
意
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
第
二
」
の
末
尾
近
く
の

一
六
行
固
ま
で
秘
し
て
い
る
か
ら
余
計
「
第
二
」
の
国
冒
頭
か
ら
一
四
行
固
ま
で
の
表
現
法
が
目
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
曾
っ
て
誤
つ

て
法
を
破
り
/
政
治
の
罪
人
と
し
て
、
捕
ハ
れ
た
り
」
と
書
き
始
め
た
そ
の
言
語
の
リ
ズ
ム
を
阻
害
し
て
い
る
。
殊
に
「
浦
島
が
婦
郷
の

其
れ
に
も
/
は
て
似
付
か
ふ
も
あ
ら
ず
」
と
い
う
比
喰
挿
入
に
よ
っ
て
「
園
の
前
途
を
計
り
」
と
か
「
此
世
の
民
に
議
し
た
」
と
い
う
そ

の
思
想
や
行
動
の
内
実
に
ゆ
る
み
を
生
じ
、
読
者
に
強
く
訴
え
る
力
を
持
て
な
く
な
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
表
現
に
な
っ
た
の
か
。

問
題
は
、
透
谷
が
現
在
の
「
余
」
に
つ
い
て
の
い
わ
ば
身
分
証
明
を
し
よ
う
と
し
て
「
第
ご
を
過
去
の
時
聞
に
規
制
さ
れ
る
形
で
提



示
し
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
「
余
」
が
過
去
の
時
間
の
光
源
に
照
射
さ
れ
て
せ
り
出
し
て
く
る
形
に
な
っ
た
こ
と
は
、
当
然
「
第
二
」
の

描
き
方
特
に
そ
の
時
間
の
処
理
法
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
発
展
さ
せ
て
、

お
よ
そ
四
行
ご
と
に
形
作
ら
れ
た
ブ
ロ

γ

ク
を
重
ね
る
よ
う
に
展
開
さ
れ
る
『
楚
囚
之
詩
』
の

「第

一
ご
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
看
過
で
き
な
い
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
、
「
余
」
の
髪
を
描
く
の
に
「
何
時
の

聞
に
か
伸
ひ
て
」
と
い
う
説
明
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
現
在
の
枯
れ
て
「
腐
れ
た
る
空
気
を
呼
吸
」
す
る
口
や
「
暗
き

壁
を
牌
腕
」
す
る
眼
を
描
く
の
に
(
「
は
や
今
ハ
」
を
強
調
す
る
た
め
に
)
「
曾
っ
て
世
を
動
か
す
排
論
を
な
せ
し
此
口
」
「
曾
っ
て
高
古
を

通
貫
し
た
る
こ
の
活
眼
」
と
い
う
よ
う
に
こ
こ
で
も
二
つ
の
「
曾
っ
て
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
気
に
な
る
。

こ
れ
は
既
に
述
べ
た
「
第
ご
の
過
去
の
時
聞
が
「
第
二
」
を
も
侵
食
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
余
」
の
髪
の
長

さ
は
「
何
時
の
間
に
か
伸
ひ
て
」
と
過
去
の
時
間
を
ひ
き
ず
る
形
で
明
ら
か
に
さ
れ
、
「
は
や
今
ご
に
導
か
れ
る
口
や
眼
も
「
曾
っ
て
世

を
動
か
す
排
論
を
な
せ
し
此
口
」
、
「
曾
っ
て
寓
古
を
通
貫
し
た
る
こ
の
活
眼
」
と
の
対
比
に
支
え
ら
れ
て
形
象
さ
れ
て
い
る
よ
う
す
を
み
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る
と
、
「
第
ご
に
み
ら
れ
た
過
去
の
時
間
の
強
い
規
制
が
「
第
一
ご
に
お
け
る
「
余
」
の
現
在
の
自
己
認
識
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
「
余
」
の
認
識
の
基
底
に
常
に
過
去
の
時
間
が
揺
曳
し
て
い
る
と
で
も
い
え
る
形
で
あ
る
。

問
題
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
例
え
ば
「
第
一
ご
に
は
四
つ
の
間
投
詞
が
使
わ
れ
る
。
四
行
自
の
「
あ
斗
物
憂
し
」
、

「
鳴
呼
楚
囚
!
」
、
二
ハ
行
自
の
「
憶
此
ハ
何
の
科
ぞ
や
?
」
、
一
八
行
目
の
「
憶
此
ハ
何
の
結
果
、
ぞ
や
?
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
間
投
詞
は

一
五
行
自
の

原
理
的
に
発
語
者
の
現
在
の
時
間
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
も
現
在
の
「
余
」
の

一
詠
嘆
な
の
だ
が
、
先
に
指
摘
し
た
過
去
の
時
間
の
侵
食
に
連
関
し
て
こ
れ
ら
の
間
投
詞
に
挟
ま
れ
た
「
余
」
の
意
識
の
あ
り
ょ
う
を
点
検

す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
間
投
詞
の
基
点
と
な
る
時
間
は
過
去
と
現
在
の
間
で
細
か
に
動
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

四
行
自
の
「
あ
ふ
」
は
(
先
に
述
べ
た
よ
う
に
一
行
目
の
「
何
時
の
間
に
か
伸
ひ
て
」
と
い
う
説



明
的
挿
入
が
過
去
の
時
間
に
侵
食
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
)
明
ら
か
に
現
在
の
「
余
」
の
姿
容
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
五
行
自
の

「
鳴
呼
」
も
直
前
の
三
行
部
分
に
発
す
る
点
で
同
じ
と
み
て
よ
い
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に
前
の
二
つ
の

「
舎
っ
て
」
を
引
き
ず
り
な
が
ら

「
は
や
今
ご
と
現
在
の
口
と
限
、
腕
と
足
の
状
態
を
み
て
嘆
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

一
六
行
目
と
一
入
行
自
の
「
憶
」
は
「
園
の
前

途
」
を
計
っ
て
科
さ
れ
、
「
此
世
の
民
に
壷
」
し
た
結
果
、
だ
と
し
て
過
去
を
回
想
す
る
「
余
」
の
意
識
に
密
着
し
た
詠
嘆
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
「
余
」
の
意
識
は
極
め
て
微
妙
な
が
ら
過
去
と
現
在
の
時
間
を
融
合
し
、
往
還
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
第
一
ご
全
体
に
つ
い
て

ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
余
」
の
意
識
の
基
点
に
注
意
し
て
、
そ
れ
が
過
去
の
時
間
に
あ
る
か
現
在
の
時
間
に
あ
る
か
と
追
い
か

け
て
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
即
ち
、
①
冒
頭
の
一

i
四
行
目
部
分
は
現
在
、
②
五

i
六
行
目
部
分
の
説
明
は
過
去
と
の
融
合
、

七
i
八
行
目
部
分
は
現
在
、
③
九

i
一
一
行
目
部
分
は
過
去
か
ら
の
照
射
、
④
一
一
一

i
一
五
行
目
部
分
は
現
在
、
⑤
一
六

i
一
九
行
目
部

分
は
過
去
か
ら
の
照
射
、
⑥
ニ

0
1
二
四
行
目
部
分
は
過
去
に
侵
食
さ
れ
た
現
在
と
い
う
具
合
い
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
細
か
す
ぎ

る
追
求
に
な
っ
た
が
、
さ
ら
に
大
き
く
『
楚
囚
之
詩
』
全
体
の
展
開
を
検
討
し
て
み
て
も
似
た
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ぼ
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「
第
三
」
は
、
①
冒
頭
か
ら
一

O
行
固
ま
で
の
部
分
は
現
在
、
②
一
一

1
一
九
行
目
部
分
は
過
去
、
③
二

O
行
自
は
②
に
照
射
さ
れ
た
現

在
、
④
二
一

i
二
六
行
自
部
分
は
現
在
と
い
う
具
合
で
あ
り
、
「
第
四
」
は
、
①
一

i
六
行
目
部
分
は
現
在
、
②
七

i
一
一
一
行
目
部
分
は
過

去
、
③
一
三

i
二
三
行
自
部
分
は
過
去
、
④
二
四

i
三
O
行
目
部
分
は
現
在
で
あ
る
。

「
余
」
の
意
識
を
支
配
す
る
時
間
の
基
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
細
部
で
み
で
も
あ
る
い
は
大
き
な
ブ
ロ

γ

ク
で
点
検
し
て
み
て
も
、
絶

え
ず
過
去
と
現
在
を
往
還
し
て
い
る
。
大
雑
把
に
い
え
ば
『
楚
囚
之
詩
』
の
全
体
に
わ
た
っ
て
「
余
」
の
認
識
に
関
わ
る
時
間
の
基
点
は

過
去
と
現
在
の
頻
繁
な
往
還
を
み
せ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
二
つ
の
時
間
が
混
交
す
る
か
融
合
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
。

こ
れ
を

J
Z
P一ω
8
2
え
の

E=83、
が
或
る
長
さ
で
直
線
的
に
持
続
す
る
過
去
と
現
在
の
時
間
で
展
開
し
て
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
『
楚

囚
之
詩
』
で
は
過
去
と
現
在
の
時
聞
が
細
か
く
往
還
し
た
り
、
あ
る
い
は
融
合
し
な
が
ら
螺
旋
運
動
の
よ
う
な
形
で
展
開
し
て
い
る
と
い



う
特
徴
が
み
え
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
過
去
と
現
在
の
時
間
の
頻
繁
な
往
還
運
動
と
融
合
と
に
よ
る
詩
の
展
開
は
、
屡
々
指
摘
さ
れ
る
主
題
の
分
裂
に
関
わ
る
問

題
と
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
最
愛
の
「
花
嫁
」
と
共
有
し
え
た
「
余
」
の
回
想
、
さ
ら
に
「
故
郷
」
の
内
実
と
関
わ
る
問
題

で
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。

『
楚
囚
之
詩
』
の
混
沌
は
ま
す
ま
す
分
け
入
る
べ
く
わ
れ
わ
れ
を
誘
う
。
だ
が
、
最
初
に
断
っ
た
よ
う
に
こ
こ
は
『
楚
囚
之
詩
』
論
を

提
出
す
る
場
で
は
な
い
。
ひ
と
ま
ず
ベ
ン
を
置
く
こ
と
に
し
よ
う
。

※
追
記

J
Z
H
U
H
-
ω
8
2
0『
の
庄
一
一
。
ロ
ョ
は
『
田
三
gMV005ω

〈

o
E
5
0
O
D
O』
(開

s
q
5
8
.
ω

ピ
g
m
q
h∞
∞
〉
か
ら
引
用
し
、
翻
訳

は
岡
本
成
践
訳
(
『
パ
イ
ロ
ン
全
集

第
一
巻
』
昭
和
二
年

那
須
書
房
刊
〉
に
よ
っ
た
。
ま
た
『
楚
囚
之
詩
』
は
『
北
村
透
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谷
集
』
(
『
明
治
文
学
全
集
却
』
昭
和
五
一
年

筑
摩
書
房
刊
〉
か
ら
引
用
し
た
。
引
用
文
中
の
傍
点
は
す
べ
て
引
用
者
・
黒
木

に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
或
る
大
学
の
学
会
誌
が
計
画
し
た
「
北
村
透
谷
特
集
号
」
に
請
わ
れ
て
執
筆
し
た
も
の
で

あ
る
、
が
、
都
合
で
本
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
に
し
た
こ
と
も
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

(
聖
学
院
大
学
教
授
)


