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Ⅰ

佐
藤
春
夫
の
﹁
指
紋
﹂
は
大
正
七
︵
一
九
一
八
︶
年
七
月
の
﹃
中
央
公
論
﹄
に
発

表
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
﹃
中
央
公
論
﹄
は
﹁
秘
密
と
開
放
﹂
と
い
う
特
集
を
組
ん
で

お
り
、﹁
指
紋
﹂
は
、
谷
崎
潤
一
郎
の
﹁
二
人
の
芸
術
家
の
話
﹂、
芥
川
龍
之
介
の
﹁
開

化
の
殺
人
﹂、
里
見
弴
の
﹁
刑
事
の
家
﹂
と
と
も
に
﹁
芸
術
的
新
探
偵
小
説
﹂
の
一

つ
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
。

さ
ほ
ど
著
名
な
作
品
で
は
な
い
の
で
、
取
り
敢
え
ず
あ
ら
す
じ
を
示
し
て
お
く
一
。

﹁
私
﹂︵
佐
藤
と
い
う
名
の
画
家
︶
の
友
人
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
は
洋
行
し
て
音
信
が
途
絶

え
て
い
た
が
、
一
九
一
二
年
の
暮
に
﹁
私
﹂
の
家
の
玄
関
へ
現
れ
る
。
そ
の
と
き
の

彼
は
﹁
精
力
を
消
耗
し
尽
し
た
人
の
や
う
﹂
で
、﹁
ど
う
見
て
も
三
十
位
の
人
と
は

見
え
な
か
つ
た
﹂。﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
は
東
京
の
﹁
私
﹂
の
家
に
二
、三
日
い
て
、
す
ぐ
長

崎
へ
行
き
、
そ
こ
で
行
方
を
く
ら
ま
し
て
し
ま
う
。
半
年
後
、
長
崎
か
ら
帰
っ
た

﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
は
﹁
私
﹂
に
、
家
を
建
て
て
や
る
か
ら
、
自
分
を
そ
こ
に
﹁
か
く
ま
つ

て
く
れ
﹂
と
い
う
。
こ
の
と
き
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
告
白
に
よ
っ
て
、
実
は
洋
行
以
来
彼

は
阿
片
常
用
者
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
は
私
の
た
め
の
家
を
設
計
し
、

そ
の
家
の
屋
根
裏
を
含
む
二
部
屋
を
自
分
で
使
い
、
そ
こ
で
激
烈
に
苦
し
み
な
が
ら

阿
片
の
使
用
を
減
ら
す
努
力
を
す
る
。

あ
る
日
、﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
と
﹁
私
﹂
は
浅
草
で
﹁
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
﹂
と
い
う
活
動
写

真
を
見
る
。﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
は
そ
の
登
場
人
物
の
顔
と
そ
の
人
物
の
指
紋
が
﹁
大
映
し
﹂

に
な
る
の
を
見
て
非
常
に
興
奮
し
、
そ
れ
か
ら
指
紋
の
研
究
に
熱
中
す
る
。
そ
し
て

二
三
个
月
後
﹁
私
﹂
を
伴
っ
て
長
崎
へ
行
く
。
長
崎
で
は
入
り
組
ん
だ
町
を
歩
き
、

山
の
斜
面
の
急
勾
配
に
あ
る
市
街
地
の
中
の
複
雑
な
道
を
た
ど
っ
て
、
一
軒
の
空
き

家
に
行
き
着
く
。
隣
の
﹁
バ
ア
﹂
に
い
た
外
国
人
の
女
に
聞
け
ば
、
こ
の
空
き
家
は

化
け
物
が
出
た
り
、
夜
、
血
の
滴
る
音
が
し
た
り
す
る
と
い
う
。
二
人
は
こ
の
家
の

中
を
見
て
、
す
ぐ
に
東
京
に
帰
る
。﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
は
帰
る
直
前
に
ど
こ
へ
か
手
紙
を

出
す
。
ど
こ
へ
出
し
た
手
紙
だ
っ
た
か
は
後
に
明
か
さ
れ
る
。

東
京
へ
帰
っ
て
し
ば
ら
く
す
る
と
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
は
﹁
私
﹂
に
活
動
写
真
雑
誌
を
示

し
、﹁
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
﹂
の
俳
優
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
の
失
踪
を
知
ら

せ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
の
彼
の
奇
妙
な
行
動
の
理
由
を
語
り
始
め
る
。
彼
は
日
本

に
戻
っ
て
す
ぐ
、
阿
片
窟
に
な
っ
て
い
る
長
崎
の
あ
る
洋
館
の
地
下
室
で
阿
片
に

耽
っ
て
い
た
。
あ
る
夜
、
阿
片
の
夢
か
ら
わ
ず
か
に
覚
め
て
み
る
と
、
自
分
の
横
に

男
が
血
を
流
し
て
倒
れ
て
い
る
。
夢
う
つ
つ
の
な
か
で
自
分
が
殺
し
た
の
か
も
知
れ

な
い
と
思
い
、
こ
の
﹁
阿
片
窟
の
お
や
ぢ
の
支
那
人
﹂
に
こ
の
件
を
公
に
し
な
い
こ

と
と
、
屍
体
を
片
づ
け
る
こ
と
を
千
円
で
頼
む
。
そ
し
て
彼
は
も
う
一
度
寝
よ
う
と

す
る
が
眠
れ
な
い
。
そ
う
こ
う
し
て
い
る
と
き
に
彼
は
壁
の
中
に
時
計
の
あ
る
こ
と

を
壁
を
透
か
し
て
見
る
。
お
や
じ
の
支
那
人
に
頼
ん
で
壁
を
壊
す
と
、
通
風
口
に

な
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
時
計
を
見
つ
け
る
。
そ
れ
か
ら
屍
体
を
そ
の
通
風
口
の
穴
の

中
に
入
れ
る
。

殺
人
の
現
場
で
見
つ
け
た
時
計
に
は
指
紋
が
付
い
て
お
り
、
そ
れ
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂

の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。﹁
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
﹂
を
見
た
と
き
に
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
非
常

に
興
奮
し
た
の
は
そ
の
時
計
の
指
紋
と
同
じ
指
紋
を
ス
ク
リ
ー
ン
上
に
見
た
か
ら

だ
っ
た
。
ま
た
俳
優
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
の
大
映
し
の
顔
は
屍
体
を
発

佐
藤
春
夫
「
指
紋
」と
活
動
写
真

渡
邊
　
　
拓
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見
す
る
前
の
阿
片
の
夢
の
な
か
で
見
た
、
寝
て
い
る
男
を
槍
で
刺
し
殺
す
﹁
騎
士
﹂

の
顔
と
同
じ
で
あ
っ
た
。
長
崎
か
ら
出
し
た
手
紙
は
、﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス

ン
﹂
へ
宛
て
た
も
の
で
あ
り
、
事
件
が
日
本
の
警
察
に
発
覚
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知

ら
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
は
失
踪
し
て
い
る
が
、

時
間
的
に
こ
の
手
紙
を
見
て
か
ら
失
踪
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

﹁
私
﹂
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
言
動
を
﹁
狂
人
﹂
の
そ
れ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
が
、

新
聞
に
長
崎
で
訪
ね
た
家
か
ら
死
体
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
記
事
が
出
て
、﹁
Ｒ
・

Ｎ
﹂
の
話
の
信
憑
性
が
増
し
て
く
る
。

少
々
長
く
な
っ
た
が
、
以
上
の
あ
ら
す
じ
だ
け
で
も
こ
の
作
品
が
謎
の
提
示
と
解

決
と
い
う
探
偵
小
説
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
一
応
は
見
て
取
れ
る
こ
と

と
思
う
。

生
方
智
子
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
作
品
で
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
行
動
の
謎
と
、

殺
人
事
件
の
謎
と
い
う
ふ
う
に
謎
は
二
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
二
。
ま
ず
、
現
実
的

な
理
性
の
側
に
位
置
す
る
﹁
私
﹂
の
視
点
か
ら
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
行
動
に
つ
い
て
の
謎

が
︱
︱
洋
行
の
帰
路
非
常
に
時
間
を
費
や
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
帰
っ
た
時
の
見
た
目

の
や
つ
れ
方
は
ど
う
し
た
わ
け
か
、
帰
っ
て
き
て
す
ぐ
行
方
を
く
ら
ま
し
た
の
は
な

ぜ
か
、
指
紋
研
究
に
没
頭
し
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
っ
た
よ
う
な
謎
が
︱
︱
つ
ぎ
つ
ぎ

に
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
作
品
の
前
半
で
読
者
を
牽
引
す
る
の
は
こ
の
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
自

身
の
行
動
の
﹁
謎
﹂
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
謎
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
説
明
に
よ
っ
て
解

決
さ
れ
る
。

ま
た
、
最
後
に
死
体
が
出
て
く
る
こ
と
で
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
話
に
根
拠
の
あ
る
こ
と

も
示
さ
れ
て
い
る
。
死
体
の
発
見
を
報
じ
る
新
聞
に
は
、
発
見
現
場
の
家
に
あ
る
、

天
井
か
ら
血
の
滴
る
音
が
す
る
と
い
う
噂
に
つ
い
て
、
実
は
流
し
の
水
が
地
下
室
に

滴
る
音
だ
っ
た
と
い
う
種
明
か
し
も
あ
る
。

語
り
の
方
法
も
こ
の
謎
の
提
示
と
解
決
に
よ
っ
て
読
者
を
牽
引
し
て
い
こ
う
と
い

う
志
向
性
を
濃
厚
に
持
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
語
り
は
回
想
に
よ
る
傍
観
的
な
一

人
称
で
あ
り
、
要
す
る
に
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
型
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
人
称
の
語
り
手
は
当
然
事
件
が
全
て
終
わ
っ
た
後
で
の
事
件
に
対
す
る
、
ま
た
人

物
の
行
動
に
対
す
る
包
括
的
な
認
識
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
当
初
そ

の
行
動
が
謎
と
し
て
提
示
さ
れ
る
人
物
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
に
対
し
て
常
に
語
り
手
は
外
的

な
視
点
を
と
り
、
そ
の
行
動
の
内
的
な
動
機
な
ど
を
再
構
成
し
た
り
し
な
い
。
た
び

た
び
繰
り
返
さ
れ
る
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
に
対
す
る
﹁
狂
気
﹂
と
い
う
規
定
は
、
語
ら
れ
る

時
点
に
お
け
る
﹁
私
﹂
の
現
実
的
な
感
性
に
即
し
た
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
に
対
す
る
外
的
視

点
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
精
神
へ
の
規
定
に
よ
っ
て
む
し
ろ
内

面
は
謎
と
な
る
。
謎
の
提
示
が
読
者
に
サ
ス
ペ
ン
ス
の
効
果
を
生
む
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。

長
崎
の
﹁
バ
ア
﹂
で
の
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
と
外
国
人
の
女
と
の
会
話
で
は
会
話
の
一
部

分
の
み
し
か
﹁
私
﹂
に
は
聞
き
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も

場
面
内
の
視
点
の
制
限
で
あ
り
、
効
果
は
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

﹁
私
﹂
が
語
っ
て
い
る
時
点
の
﹁
今
﹂
も
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
の
だ
が
、
語
る
時

点
の
﹁
私
﹂
の
感
性
の
叙
述
へ
の
影
響
は
大
変
少
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
物

語
の
最
終
的
な
地
点
で
は
﹁
私
﹂
は
妻
に
狂
気
を
疑
わ
れ
、
読
者
に
対
し
て
自
分
は

﹁
決
し
て
狂
人
で
は
な
い
﹂
こ
と
を
強
調
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
事
態
に
立
ち
至
っ

て
い
る
が
、
叙
述
の
途
上
で
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
現
実
的
な
判
断
が
は
る
か
に

勝
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
語
る
﹁
私
﹂
の
内
面
的
状
況
は
物
語
の
語
り
そ
の
も
の
に

は
反
映
し
て
い
な
い
。
自
己
の
感
性
を
露
呈
さ
せ
ず
に
読
者
を
導
い
て
い
る
と
整
理

で
き
る
。

物
語
の
そ
の
後
の
展
開
を
予
示
す
る
よ
う
な
﹁
け
れ
ど
も
今
に
な
つ
て
思
へ
ば
、
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そ
れ
は
彼
の
生
涯
を
も
つ
て
物
語
つ
た
怪
奇
な
物
語
と
し
て
は
、
ほ
ん
の
発
端
に
過

ぎ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。﹂
と
い
う
よ
う
な
言
葉
は
語
ら
れ
る
物
語
に
つ
い
て
事
後

的
・
包
括
的
な
認
識
を
語
り
手
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た

言
葉
も
、
そ
の
後
の
事
件
の
展
開
へ
の
読
者
の
期
待
を
作
り
、
謎
を
提
示
し
て
読
者

を
牽
引
し
て
い
く
形
に
な
っ
て
い
る
。

結
論
と
し
て
言
え
ば
、
こ
の
作
品
の
語
り
は
、
事
件
に
つ
い
て
の
包
括
的
認
識
、

あ
る
い
は
自
己
の
辿
り
つ
い
た
最
終
的
な
内
面
的
問
題
は
露
呈
さ
せ
ず
、
読
者
に
謎

を
辿
ら
せ
る
た
め
に
視
点
を
制
限
し
、
同
時
に
そ
の
謎
を
保
ち
つ
つ
読
者
を
誘
引
す

る
た
め
の
最
低
限
の
事
件
に
対
す
る
認
識
的
な
余
裕
を
用
い
る
。
事
件
の
展
開
に
つ

い
て
の
知
識
だ
け
を
動
員
し
、
自
己
の
内
面
的
な
迷
い
は
出
さ
な
い
、
と
い
う
語
り

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

縷
々
述
べ
た
が
要
す
る
に
探
偵
小
説
向
き
の
語
り
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

Ⅱ

と
こ
ろ
が
、
肝
心
の
殺
人
事
件
の
解
決
と
い
う
、
最
も
探
偵
小
説
的
な
課
題
に
お

い
て
は
、
こ
の
作
品
は
全
く
探
偵
小
説
的
で
な
い
方
法
を
採
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
作
品
の
﹁
探
偵
﹂
で
あ
る
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
は
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂

を
犯
人
と
判
断
す
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
お
お
よ
そ
次
の

よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①　

殺
人
現
場
で
あ
る
阿
片
窟
で
発
見
さ
れ
た
時
計
は
犯
人
の
も
の
で
あ
る
。

②　

 

現
場
に
あ
っ
た
時
計
の
蓋
に
つ
い
て
い
た
指
紋
と
活
動
写
真
﹁
女
賊
ロ
ザ
リ

オ
﹂
で
大
映
し
に
さ
れ
る
指
紋
は
一
致
す
る
。

③　

 ﹁
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
﹂
で
大
映
し
に
な
る
指
紋
は
俳
優
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ

ル
ス
ン
﹂
の
も
の
で
あ
る
。

④　

 

俳
優
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
送
っ
た
手
紙
を
見

て
逃
亡
し
た
。

⑤　

 ﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
は
上
海
の
阿
片
窟
に
も
い
た
。
長
崎
に
も

い
た
か
も
し
れ
な
い
。

﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
が
犯
人
で
あ
る
、
と
言
い
得
る
た
め
に
は
、
通

常
①
、
②
、
③
、
④
が
確
実
に
立
証
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の

う
ち
①
、
④
は
推
測
に
す
ぎ
ず
、
③
も
活
動
写
真
に
登
場
す
る
指
紋
で
は
そ
れ
が
俳

優
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
結
局
作
中
で
立
証
さ
れ
て
い
る

の
は
②
の
み
な
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
を
犯
人
に
結
び
付
け
る
の
は
、
現
実
的

な
判
断
で
は
な
く
、
何
か
夢
幻
的
な
と
で
も
形
容
す
る
し
か
な
い
要
因
で
あ
る
。

ま
ず
、
阿
片
窟
で
の
時
計
の
発
見
で
あ
る
が
、
あ
ら
す
じ
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、

夢
う
つ
つ
の
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
壁
を
透
視
し
て
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
﹁
ウ
ヰ
リ

ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
へ
の
容
疑
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
夢
の
中
で
殺
人
を
犯
す
﹁
騎
士
﹂

の
顔
と
活
動
写
真
の
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
の
顔
と
の
類
似
か
ら
生
じ
て

い
る
。
現
実
的
な
推
理
で
は
つ
な
ぎ
よ
う
の
な
い
関
係
を
こ
こ
で
は
非
現
実
的
・
夢

幻
的
な
感
性
が
一
足
飛
び
に
つ
な
い
で
し
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
勿
論
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
と
い
う
名
前
の
問
題
が
あ
る
。

周
知
の
と
お
り
こ
れ
は
エ
ド
ガ
ー
・
ア
ラ
ン
・
ポ
ー
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
譚
の

名
で
あ
り
、
そ
の
作
品
の
作
中
人
物
名
で
あ
る
。

作
品
内
で
の
現
実
的
な
推
理
、
例
え
ば
指
紋
に
よ
っ
て
犯
人
を
特
定
し
よ
う
と
す

る
現
実
的
科
学
的
な
論
理
も
、
作
中
人
物
た
ち
が
全
く
意
識
し
て
い
な
い
、
作
品
外
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の
レ
ベ
ル
、﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
が
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
譚
の
主
人
公

の
名
前
で
あ
る
と
い
う
作
品
間
の
関
係
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
意
味
の
な
い
も
の
に
さ

れ
て
し
ま
う
。

谷
崎
精
二
は
大
正
期
で
は
代
表
的
な
ポ
ー
の
翻
訳
家
で
あ
っ
た
三
。
谷
崎
は
大
正

二
︵
一
九
一
三
︶
年
七
月
に
ポ
ー
の
短
篇
の
翻
訳
集
﹃
赤
き
死
の
仮
面
﹄
を
刊
行
し

て
お
り
、
ポ
ー
の
﹁
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
﹂
は
こ
こ
で
初
め
て
翻
訳
さ
れ
て

い
る
。
当
然
読
書
界
に
は
あ
る
程
度
こ
の
作
品
は
知
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
佐

藤
春
夫
が
そ
の
事
実
を
前
提
と
せ
ず
に
、﹁
指
紋
﹂
を
書
い
た
は
ず
は
な
い
。
作
中

に
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
が
読
者

に
対
し
て
ど
う
い
う
効
果
を
持
つ
か
想
定
し
て
い
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
が
自
己
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
持
つ
人
物
の

名
前
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
探
偵
小
説
中
の
犯
人
の
特
定
に
、
決
定
不
能
と
い
う
事
態

を
持
ち
込
む
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
。

ポ
ー
の
﹁
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
﹂
で
は
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
自
身
の
ド
ッ
ペ
ル

ゲ
ン
ガ
ー
を
剣
で
刺
し
殺
し
、
相
手
を
血
塗
れ
に
す
る
。
殺
害
方
法
の
類
似
性
は

﹁
指
紋
﹂
で
も
殺
し
た
者
と
殺
さ
れ
た
者
が
同
一
人
物
の
分
身
で
あ
っ
た
可
能
性
を

読
者
に
想
像
さ
せ
て
し
ま
う
。
生
方
智
子
氏
は
﹁﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
︿
謎
解
き
﹀
に
よ
っ

て
名
指
さ
れ
る
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
と
い
う
人
物
は
、﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の

意
識
で
は
捉
え
る
事
の
出
来
な
い
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
自
身
で
あ
る
﹂
と
い
う
四
。
こ
の
分

析
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
犯
人
も
被
害
者
も
探
偵
も
す
べ
て
実
は
同
一
人
物
の
分

身
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
ま
す
ま
す
そ
の
決
定
不
能
と
い
う
傾
向

は
度
を
増
す
こ
と
に
な
る
。

﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂
と
い
う
名
前
は
作
中
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
謎
解
き
を

し
て
見
せ
る
場
面
で
登
場
す
る
が
、﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ
ヰ
ル
ス
ン
﹂

の
も
の
で
あ
る
と
い
う
指
紋
を
示
す
場
面
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。﹁
手
袋
の
は

ま
つ
た
手
で
そ
れ
の
竜
頭
を
押
す
と
、
両
蓋
の
時
計
の
文
字
板
の
あ
る
方
の
蓋
が
ぴ0

ん0

と
開
い
た
。
さ
て
初
め
て
気
が
つ
い
た
ら
し
く
、
私
に
そ
の
机
の
上
に
あ
る
燭
台

へ
火
を
と
も
す
や
う
に
と
頼
ん
だ
。
私
は
言
は
れ
た
と
ほ
り
に
し
た
。
Ｒ
・
Ｎ
の
部

屋
の
中
は
電
灯
の
光
と
燭
台
か
ら
の
光
と
で
、
手
の
ま
わ
り
の
す
べ
て
の
物
の
影
が

二
つ
づ
つ
に
な
つ
た
。
Ｒ
・
Ｎ
は
手
に
も
つ
て
居
た
時
計
を
そ
の
蝋
燭
の
光
り
の
す

ぐ
前
に
か
ざ
し
た
。﹂

指
紋
と
い
う
最
も
肝
心
の
証
拠
を
見
せ
る
場
面
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
二
つ
の
光
源

か
ら
の
光
に
よ
っ
て
﹁
手
の
ま
わ
り
の
す
べ
て
の
物
の
影
が
二
つ
づ
つ
に
な
っ
た
﹂

と
い
う
の
は
、
犯
人
特
定
の
科
学
的
な
方
法
が
結
局
は
犯
人
の
決
定
不
能
と
い
う
事

態
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
作
品
の
探
偵
で
あ
る
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
は
﹁
私
﹂
に
よ
っ
て
、﹁
狂
人
﹂

﹁
気
違
ひ
﹂
と
い
う
規
定
を
し
ば
し
ば
受
け
て
お
り
﹁
私
﹂
は
ほ
と
ん
ど
そ
れ
を
確

信
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
探
偵
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
る
推
理
に
ど
の
程
度
意
味

が
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

こ
の
作
品
の
最
後
、
長
崎
の
も
と
阿
片
窟
だ
っ
た
洋
館
か
ら
白
骨
化
し
た
死
体
が

発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
新
聞
に
報
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
見
た
﹁
私
﹂
は
そ
れ
ま

で
﹁
狂
人
の
妄
想
﹂
だ
と
思
っ
て
い
た
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
推
理
を
た
ど
り
始
め
る
。﹁
Ｒ
・

Ｎ
の
言
つ
た
事
を
、
私
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
信
じ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ら
う
。﹂﹁
だ

ん
だ
ん
そ
れ
を
信
ず
る
度
が
多
く
な
れ
ば
、
最
も
多
く
な
つ
た
頂
上
で
は
、
彼
自
身

が
彼
自
身
を
信
用
す
る
最
大
限
度
の
時
と
同
じ
や
う
に
、
遂
に
は
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・

ウ
ヰ
ル
ス
ン
ガ
長
崎
ノ
阿
片
窟
ノ
殺
人
者
ニ
相
違
ナ
イ
﹂
と
い
ふ
と
こ
ろ
ま
で
彼
に

一
致
す
る
で
あ
ろ
う
？　

⋮マ
マ
⋮
﹂。
そ
し
て
﹁
私
﹂
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
と
同
じ
よ
う
に

指
紋
を
熱
心
に
観
察
す
る
よ
う
に
な
る
。﹁
指
紋
を
ぢ
つ
と
見
つ
め
て
居
る
と
、
そ
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こ
に
は
別
に
一
個
の
世
界
が
あ
る
。
そ
の
奇
珍
な
世
界
が
私
の
目
に
も
親
し
い
も
の

に
な
つ
た
⋮マ

マ
⋮
私
の
妻
は
、
私
が
あ
ま
り
指
紋
の
こ
と
ば
か
り
言
ひ
す
ぎ
る
の
で
、

心
配
し
て
私
自
身
も
狂
人
に
な
り
か
ゝ
つ
た
も
の
と
思
つ
て
居
る
ら
し
い
。﹁
気
違

ひ
は
伝
染
す
る
も
の
で
せ
う
か
﹂
と
精
神
病
の
研
究
を
し
て
い
る
私
の
友
人
Ｋ
に
そ

ん
な
こ
と
を
た
づ
ね
た
さ
う
だ
。
し
か
し
私
は
決
し
て
狂
人
で
は
な
い
。
こ
れ
は
私

の
妻
に
も
、
読
者
に
も
言
ふ
。
実
を
言
へ
ば
Ｒ
・
Ｎ
だ
つ
て
狂
人
で
は
な
か
つ
た
の

だ
、
と
私
は
近
頃
で
は
、
然
う
思
う
よマ

マ
う
に
な
つ
て
来
た
﹂。

﹁
私
は
決
し
て
狂
人
で
は
な
い
﹂
と
い
う
が
、﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
自
分
は
﹁
決
し
て
気

が
違
つ
て
居
る
の
で
は
な
い
﹂
と
言
っ
た
と
き
に
﹁
私
﹂
は
﹁
自
分
で
気
違
ひ
で
は

な
い
と
い
ふ
気
違
ひ
ほ
ど
困
つ
た
も
の
は
な
い
﹂
と
い
う
感
想
を
漏
ら
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
読
者
は
ク
レ
タ
人
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
同
じ
種
類
の
決
定
不
能
に
陥
ら
ざ

る
を
得
な
い
。

こ
れ
は
﹁
私
﹂
が
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
推
理
を
た
ど
り
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
と
同
じ
結
論
に
到

達
し
そ
う
な
場
面
で
起
こ
る
こ
と
な
の
だ
が
、
こ
れ
に
よ
り
物
語
の
最
後
の
段
階
で

語
り
手
で
あ
る
﹁
私
﹂
の
信
頼
性
に
動
揺
が
生
じ
、
物
語
全
体
を
何
か
現
実
感
の
な

い
も
の
に
し
て
し
ま
う
効
果
を
持
ち
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
す
ま

す
作
品
内
の
夢
幻
的
な
諸
関
係
が
作
品
の
前
面
に
浮
上
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　

Ⅲ

た
と
え
ば
、﹁
指
紋
﹂
に
お
い
て
印
象
的
な
の
は
そ
の
謎
解
き
の
曖
昧
さ
に
対
し

て
、
夢
の
記
述
が
詳
細
で
、
猶
且
つ
か
な
り
な
長
さ
に
及
ぶ
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
作
品
で
語
ら
れ
る
夢
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
分
析
し
、
意
味
づ
け
る
こ
と
も

可
能
で
あ
り
必
要
で
も
あ
ろ
う
が
、
謎
解
き
の
ヒ
ン
ト
が
夢
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
上
の
必
要
性
の
度
合
い
か
ら
は
逸
脱
し
て
長
す
ぎ
る
こ
と
が
そ
の

第
一
の
特
徴
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
奇
妙
な
イ
メ
ー
ジ
の
提
示
自
体
が
ほ
と
ん
ど

目
的
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
作
品
に
は
怪
し
げ
な
イ
メ
ー
ジ
が
頻
出
す
る
。
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ

ム
、﹁
眼
の
窪
の
三
つ
あ
る
髑
髏
﹂﹁
悪
魔
の
ギ
タ
ア
ル
﹂﹁
阿
片
窟
﹂﹁
青
髭
部
屋
﹂

﹁
バ
ン
パ
イ
ア
女
優
﹂﹁
天
井
か
ら
血
が
滴
る
﹂
家
、
な
ど
数
え
出
せ
ば
き
り
が
な
い
。

ま
た
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
長
崎
の
阿
片
窟
の
通
風
口
に
死
体
を
隠
し
て
、
そ
の
穴
か
ら
出

て
く
る
時
の
様
子
も
何
と
も
お
ぞ
ま
し
い
も
の
で
あ
る
。﹁
私
は
そ
の
屍
骸
の
上
を

の
さ
ば
り
這
ふ
と
、
屍
骸
と
体
を
重
り
合
せ
、
屍
骸
の
顔
と
自
分
自
身
の
顔
と
を
殆

ん
ど
擦
り
合
さ
ん
ば
か
り
に
し
て
︱
︱
私
は
死
人
と
接
吻
せ
ん
ば
か
り
に
し
て
、
や

う
や
う
そ
の
穴
を
出
て
来
た
﹂。
そ
し
て
こ
の
場
面
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
阿
片
に
酔
っ

た
時
の
夢
の
中
に
登
場
す
る
も
の
と
し
て
再
度
繰
り
返
さ
れ
る
。﹁
屍
骸
の
鼻
と
自

分
自
身
の
鼻
と
を
擦
り
合
せ
、
私
の
唇
は
屍
骸
の
氷
の
や
う
な
唇
に
さ
わ
り
︱
︱
ど

う
い
ふ
わ
け
か
、
夢
の
な
か
で
は
、
私
は
か
う
し
て
こ
の
屍
骸
を
自
分
の
花
嫁
で
で

も
あ
る
か
の
や
う
に
し
つ
か
り
と
抱
擁
し
て
、
わ
な
わ
な
と
慄
へ
な
が
ら
、
動
物
的

の
恐
怖
と
、
人
間
的
の
悔
悟
と
で
私
は
何
時
ま
で
も
何
時
ま
で
も
泣
い
た
、
泣
き
叫

ん
だ
。﹂

こ
う
し
た
描
写
の
し
つ
こ
さ
か
ら
見
て
も
﹁
指
紋
﹂
は
む
し
ろ
怪
奇
幻
想
小
説
と

考
え
る
の
が
妥
当
な
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
作
者
も
意
識
し
て
い
た
に
違
い
な
く
、
雑
誌
初
出
の
際
に
あ
っ
た
﹁
私
の

不
幸
な
友
人
の
一
生
に
就
て
の
怪
奇
な
探
偵
的
物
語
﹂
と
い
う
副
題
は
、
大
正
七

︵
一
九
一
八
︶
年
一
一
月
の
単
行
本
﹃
病
め
る
薔
薇
﹄
収
録
の
際
に
﹁
私
の
不
幸
な

友
人
に
就
て
の
怪
奇
な
物
語
﹂
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

大
正
一
三
︵
一
九
二
四
︶
年
八
月
の
﹃
新
青
年
﹄
に
掲
載
し
た
﹁
探
偵
小
説
小
論
﹂

に
お
い
て
、
佐
藤
春
夫
は
﹁
探
偵
小
説
の
本
質
と
し
て
は
、
論
理
的
に
相
当
の
判
断
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を
下
し
て
問
題
の
犯
人
を
捜
索
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
即
ち
事
件
の
関
所
を
ど
ん
な

ふ
う
に
切
り
抜
け
る
か
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
興
味
が
あ
る
訳
だ
。
だ
か
ら
そ
の
判
断
は

常
に
最
も
健
全
な
頭
脳
か
ら
湧
出
す
る
智
能
の
活
躍
の
現
れ
だ
。﹂
と
言
っ
て
い
る
。

こ
の
規
定
で
は
当
然
﹁
指
紋
﹂
は
探
偵
小
説
に
は
入
ら
な
い
。

﹁
探
偵
小
説
小
論
﹂
で
は
﹁
探
偵
小
説
と
言
へ
ば
外
国
の
作
品
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
﹂

と
言
っ
て
お
り
、
佐
藤
に
よ
れ
ば
大
正
末
期
ま
で
の
日
本
に
は
探
偵
小
説
は
存
在
し

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
認
識
は
笠
井
潔
氏
が
﹃
探
偵
小
説
論
Ⅰ
﹄五

で
示
し
て
い
る
認
識
に
近
い
。
笠
井
氏
に
よ
れ
ば
英
米
に
お
い
て
本
格
的
な
探
偵
小

説
が
生
ま
れ
た
の
は
第
一
次
大
戦
に
お
け
る
大
量
死
が
そ
の
最
も
大
き
な
要
因
で
あ

る
。﹁
大
戦
が
生
産
し
た
無
意
味
な
屍
体
の
山
に
対
し
て
、
そ
れ
を
新
た
に
意
味
づ

け
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
衝
動
が
、
各
国
で
普
遍
的
に
生
じ
た
。
共
産
主

義
も
フ
ァ
シ
ズ
ム
も
、
表
現
主
義
も
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
も
、
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー

哲
学
も
、
そ
う
し
た
磁
場
に
お
い
て
大
衆
や
知
識
人
の
心
を
摑
ん
だ
の
だ
。
／
直
接

の
戦
禍
を
避
け
え
た
英
米
で
は
、
そ
れ
ら
に
対
応
し
、
そ
れ
ら
を
代
補
す
る
も
の
と

し
て
本
格
探
偵
小
説
が
書
か
れ
、
か
つ
広
汎
に
読
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
屍

体
に
、
ひ
と
つ
の
克
明
な
論
理
。
そ
れ
は
無
意
味
な
屍
体
の
山
か
ら
、
名
前
の
あ
る
、

固
有
の
、
尊
厳
あ
る
死
を
奪
い
返
そ
う
と
す
る
倒
錯
的
な
情
熱
の
産
物
で
は
な
か
っ

た
ろ
う
か
。﹂
し
た
が
っ
て
﹁
日
本
の
戦
前
探
偵
小
説
が
、
英
米
風
の
探
偵
小
説
を

達
成
し
え
な
か
っ
た
の
は
、
た
ん
に
情
報
不
足
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
作
家
の
力

量
が
不
足
し
て
い
た
か
ら
で
も
な
い
。
大
正
後
期
か
ら
昭
和
初
年
代
に
か
け
て
の
日

本
人
は
、
二
〇
世
紀
的
な
死
の
意
味
︵
＝
無
意
味
︶
の
重
圧
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
な

し
に
、
太
平
楽
に
生
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
そ
れ
が
、
戦
前
期
に
は
英
米
風

の
探
偵
小
説
が
存
在
し
て
い
な
い
最
大
の
理
由
で
あ
る
。﹂

川
本
三
郎
氏
は
佐
藤
の
﹁
探
偵
小
説
小
論
﹂
の
別
の
個
所
を
引
き
つ
つ
次
の
よ
う

に
言
う
六
。﹁
佐
藤
春
夫
が
探
偵
小
説
に
求
め
て
い
る
の
は
﹁
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
﹂﹁
猟

奇
耽
異
﹂﹁
詩
﹂﹁
悪
に
対
す
る
妙
な
讃
美
﹂
と
い
っ
た
言
葉
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、

﹁
明
快
﹂
さ
や
﹁
推
理
﹂
よ
り
も
﹁
怪
奇
﹂
で
あ
り
﹁
幻
想
﹂
で
あ
る
。
論
理
よ
り

も
夢
で
あ
る
。
雰
囲
気
で
あ
る
﹂。
大
正
期
に
探
偵
小
説
を
書
い
た
谷
崎
潤
一
郎
、

佐
藤
春
夫
、
芥
川
龍
之
介
な
ど
の
作
家
た
ち
は
﹁
乱
歩
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
彼

ら
は
﹁
白
昼
﹂
よ
り
﹁
黄
昏
﹂
や
﹁
夜
﹂
を
愛
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は

明
治
が
﹁
白
昼
﹂
の
時
代
だ
っ
た
の
に
対
し
、
大
正
は
﹁
黄
昏
﹂
と
﹁
夜
﹂
の
時
代

だ
っ
た
﹂。
川
本
氏
は
ま
た
別
の
文
脈
で
明
治
が
﹁
現
実
的
で
、
目
的
意
識
的
﹂
だ
っ

た
の
に
対
し
、
大
正
は
﹁
現
実
か
ら
離
脱
し
、
夢
想
や
美
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
中
に
遊

ぶ
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
い
う
。
笠
井
氏
に
言
わ
せ
れ
ば
そ
れ
は
﹁
太
平
楽
﹂
な
﹁
生

存
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
笠
井
氏
、
川
本
氏
の
論
に
従
え
ば
、
怪
奇
幻

想
小
説
と
し
て
の
﹁
指
紋
﹂
は
ま
こ
と
に
大
正
期
的
な
作
品
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

時
代
状
況
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、﹁
指
紋
﹂
は
明
治
末
か
ら
大
正
前
半
の

状
況
、
特
に
機
械
文
明
、
近
代
的
技
術
と
の
か
か
わ
り
を
作
中
に
濃
厚
に
持
つ
作
品

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。

﹁
指
紋
﹂
に
描
か
れ
た
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
夢
に
次
の
よ
う
な
個
所
が
あ
る
。﹁
或
は
天

に
沖
す
る
や
う
な
巨
大
な
機
械
︱
︱
そ
れ
に
は
金
属
製
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
、﹁
整

頓
の
混
雑
﹂
と
い
ひ
た
い
や
う
な
、
譬
へ
ば Albrecht D

ürer 

の
構
図
の
あ
る
も
の

の
や
う
な
趣
に
、
ぎ
つ
し
り
つ
め
こ
ま
れ

0

0

0

0

0

て
居
る
巨
大
な
機
械
︱
︱
金
属
の
多
様
多

形
の
破
片
か
ら
成
り
立
つ
て
居
て
、
ご
く
静
か
に
歯
車
か
ら
歯
車
を
渡
つ
て
、
だ
ん

だ
ん
波
及
し
て
、
大
仕
掛
に
の
ろ
の
ろ
と
運
行
す
る
奇
妙
な
建
築
物
、
そ
ん
な
も
の

が
阿
片
に
酔
つ
て
居
る
私
の
よ
く
見
る
夢
で
︵
後
略
、
傍
点
原
文
︶﹂
と
い
う
の
だ
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が
、
こ
れ
な
ど
は
機
械
と
い
う
も
の
が
本
来
持
っ
て
い
る
は
ず
の
合
目
的
性
や
合
理

性
を
逸
脱
し
た
無
用
の
機
械
の
よ
う
で
あ
る
。
近
代
科
学
の
所
産
と
し
て
の
機
械
で

は
な
く
、﹁
現
実
か
ら
離
脱
し
﹂
た
、﹁
夢
想
﹂
の
中
の
機
械
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

反
近
代
的
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

先
ほ
ど
、
作
中
に
登
場
す
る
怪
し
げ
な
イ
メ
ー
ジ
の
一
つ
と
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
ズ
ム
を
挙
げ
た
。
生
方
氏
は
﹁
指
紋
﹂
に
は
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
の
要
素
も
あ
る
と

い
う
七
。
一
柳
廣
孝
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
や
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
は

一
九
世
紀
後
半
に
起
こ
っ
た
世
界
的
な
心
霊
ブ
ー
ム
の
中
で
流
行
し
た
も
の
で
あ

る
八
。
一
柳
氏
は
心
霊
学
を
近
代
に
現
れ
る
ノ
イ
ズ
、
ア
ン
チ
近
代
的
な
現
象
と
捉

え
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
近
代
的
な
﹁﹁
科
学
﹂
と
い
う
規
範
が
強
烈
に
作
用
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
そ
の
反
作
用
と
し
て
心
霊
学
が
注
目
さ
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
だ
。

事
実
、
明
治
四
十
年
代
に
積
極
的
に
心
霊
学
の
動
向
を
紹
介
し
て
い
た
の
は
、
ア
カ

デ
ミ
ズ
ム
系
の
雑
誌
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
心
霊
学
、
も
し
く
は
﹁
千
里
眼
﹂
が
﹁
科

学
﹂
の
側
か
ら
脚
光
を
浴
び
た
の
は
、
世
界
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
チ
ェ
ン
ジ
の
進
行

と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。﹂

﹁
千
里
眼
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
が
、
こ
の
言
葉
か
ら
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
壁

の
向
こ
う
に
あ
る
時
計
を
透
視
に
よ
っ
て
発
見
し
た
こ
と
も
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
。

﹁
指
紋
﹂
は
大
正
期
的
な
、﹁
現
実
か
ら
離
脱
し
た
﹂﹁
夢
想
﹂
の
、
あ
る
い
は
﹁
遊
﹂

び
の
文
学
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
反
近
代
的
な
傾
向
を
も
つ
、
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ

う
か
。

﹁
千
里
眼
﹂
に
絡
め
て
一
つ
別
の
視
点
を
提
示
し
た
い
。

日
本
で
い
わ
ゆ
る
千
里
眼
事
件
が
起
き
た
の
は
明
治
四
三
︵
一
九
一
〇
︶
年
で
あ

る
。﹁
指
紋
﹂
発
表
時
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
。
大
正
期
に
は
ま
だ
こ
う
し
た
空
気

が
存
在
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
千
里
眼
事
件
で
は
念
写
実
験
と
い
う
の
が
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
松
山
巌
氏

は
こ
の
実
験
に
学
者
、
特
に
物
理
学
者
︱
︱
日
本
で
初
め
て
Ｘ
線
の
実
験
を
行
な
っ

た
山
川
健
次
郎
と
放
射
線
の
実
験
を
行
な
っ
て
い
た
小
野
澄
之
助
︱
︱
が
含
ま
れ
て

い
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
九
。

こ
の
念
写
実
験
よ
り
少
し
以
前
に
電
磁
波
、
放
射
能
の
発
見
や
無
線
電
信
の
発
明

な
ど
が
続
い
て
い
た
。
松
山
氏
は
、
科
学
者
が
千
里
眼
や
念
写
に
関
心
を
持
っ
た
の

は
、
こ
う
し
た
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
の
登
場
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。﹁
写
真

や
無
線
や
レ
ン
ト
ゲ
ン
が
人
々
の
前
に
あ
ら
わ
れ
た
か
ら
こ
そ
千
里
眼
を
持
つ
と
い

う
人
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
﹂。

つ
ま
り
、
心
霊
学
や
千
里
眼
の
流
行
は
近
代
的
な
科
学
技
術
、
特
に
技
術
メ
デ
ィ

ア
が
発
達
し
た
た
め
に
こ
そ
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

﹁
指
紋
﹂
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
近
代
的
な
技
術
メ
デ
ィ
ア
は
活
動
写
真
で
あ

る
。
活
動
写
真
は
初
期
に
お
い
て
は
Ｘ
線
の
見
世
物
︵
Ｘ
線
の
前
に
手
を
か
ざ
し
て

骨
の
形
を
見
せ
る
︶
と
同
じ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
見
世
物
と
し
て
興
行
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
っ
た
ら
し
く
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
想
像
し
に
く
い
が
科
学

技
術
と
し
て
意
外
に
こ
れ
ら
は
近
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
一
〇
。

活
動
写
真
と
い
う
技
術
メ
デ
ィ
ア
が
小
説
﹁
指
紋
﹂
に
何
を
も
た
ら
し
た
か
、
あ

る
い
は
活
動
写
真
を
存
在
せ
し
め
た
時
代
状
況
が
﹁
指
紋
﹂
に
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ

て
い
る
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　

Ⅳ

﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
は
活
動
写
真
で
大
映
し
に
な
る
役
者
の
顔
と
指
紋
を
見
て
犯
人
を
割

り
出
す
わ
け
で
あ
り
、
活
動
写
真
が
こ
の
作
品
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
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ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
た
だ
、
そ
の
重
要
性
は
道
具
立
て
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
。

再
び
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
﹁
阿
片
の
夢
﹂
に
注
目
し
た
い
。

謎
解
き
の
際
、﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
が
﹁
阿
片
の
夢
﹂
に
つ
い
て
語
る
。
そ
こ
に
次
の
よ

う
な
言
葉
が
差
し
挿
ま
れ
て
い
る
。﹁
私
は
今
阿
片
の
夢
の
さ
ま
ざ
ま
に
就
て
君
に

説
明
す
る
は
ず
で
は
な
か
つ
た
の
だ
つ
た
。
若
し
、
君
に
し
て
そ
れ
を
知
り
た
い
な

ら
ば D

e Q
uincey 

を
読
む
方
が
早
道
だ
か
ら
⋮
⋮
﹂。

﹁D
e Q

uincey

﹂
の
名
は
こ
こ
だ
け
で
な
く
、
作
品
の
冒
頭
近
く
に
も
登
場
す
る
。

﹁
何
時
で
あ
つ
た
か
、
私
は
未
だ
君
に
対
し
て
手
紙
を
書
く
だ
け
の
根
気
を
持
つ
て

居
た
当
時
に
、
私
は
多
分
君
に �

om
as D

e Q
uincey 

の

＇

O
pium

 Eater＇

を
推
賞

し
た
や
う
に
思
ふ
﹂。

﹁
指
紋
﹂
に
は
単
行
本
収
録
の
際
に
そ
の
付
属
作
品
と
さ
れ
た
﹁
月
か
げ
﹂
と
い

う
作
品
が
あ
る
。﹁
月
か
げ
﹂
は
﹁
Ｒ
・
Ｎ
﹂
の
﹁
阿
片
の
夢
の
日
記
の
よ
う
な
も
の
﹂

を
﹁
私
﹂
が
訳
出
し
た
︵
英
語
で
書
か
れ
て
い
た
た
め
︶
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
﹁
こ

の
間
、
友
人
辻
潤
か
ら
、
彼
の
手
に
な
つ
た O
pium

-Eater 
の
訳
本
を
も
ら
つ
て
読

ん
だ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、D

e Q
uincey 

の
＇

Confession of An English O
pium

-
Eater＇

は
一
九
一
六
年
辻
潤
に
よ
っ
て
﹃
阿
片
溺
愛
者
の
告
白
﹄
と
し
て
翻
訳
さ

れ
て
い
る
。﹁
指
紋
﹂
の
﹁
阿
片
の
夢
﹂
は D

e Q
uincey 

の
著
作
の
刺
激
に
よ
っ
て

成
立
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
夢
の
様
態
は
﹁
指
紋
﹂
と
﹃
阿

片
溺
愛
者
の
告
白
﹄
と
で
は
よ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
る
。

﹃
阿
片
溺
愛
者
の
告
白
﹄
で
は
、﹁
阿
片
の
夢
﹂
の
特
徴
が
四
つ
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
中
の
一
つ
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。﹁
空
間
が
膨
張
し
て
、
形
容
し
が
た
き
広
漠

無
限
の
領
域
に
拡
大
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
時
間
の
莫
大
な
る
伸
長
程
私
を
悩
ま

さ
な
か
つ
た
。
私
は
時
に
一
夜
に
七
十
年
乃
至
百
年
を
生
き
た
や
う
に
思
は
れ
た
。

否
、
時
に
は
、
一
千
年
の
長
さ
を
感
じ
た
こ
と
さ
へ
あ
つ
た
。
勿
論
か
く
の
如
き
は

人
間
経
験
の
範
囲
を
遙
か
に
絶
し
た
長
さ
で
あ
つ
た
﹂一
一
。
空
間
的
な
膨
張
に
つ
い

て
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
実
際
に
見
た
夢
の
例
と
し
て
語
ら
れ
る
も
の
に
は
空

間
的
な
拡
大
を
示
す
よ
う
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
目
立
つ
の
は
時
間
的
な
長
さ

を
特
徴
と
す
る
夢
で
あ
る
。
一
方
﹁
指
紋
﹂
の
方
で
特
徴
的
な
の
は
ま
さ
に
空
間
的

な
拡
大
を
示
す
夢
で
あ
る
。
こ
ち
ら
で
は
﹁
建
物
﹂
や
﹁
風
景
﹂
が
通
常
の
﹁
十
二

倍
﹂
ほ
ど
の
大
き
さ
に
な
っ
て
現
れ
る
。
夢
の
中
で
殺
さ
れ
る
男
も
、
そ
の
男
を
槍

で
突
き
殺
す
﹁
騎
士
﹂
も
﹁
他
の
風
景
と
同
じ
く
、
非
常
に
大
き
い
﹂。
こ
の
大
き

さ
は
活
動
写
真
で
﹁
大
映
し
に
な
つ
た
男
﹂
の
顔
が
﹁
あ
の
私
の
夢
の
中
の
月
光
を

浴
び
た
騎
士
の
顔
に
寸
分
違
は
な
い
こ
と
を
直
覚
的
に
見
た
﹂
と
い
う
よ
う
に
夢
と

活
動
写
真
と
を
結
び
付
け
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

﹁
指
紋
﹂
で
こ
の
よ
う
に
大
映
し
を
特
徴
と
し
て
現
れ
る
人
間
の
顔
は
﹃
阿
片
溺

愛
者
の
告
白
﹄
で
は
夥
し
い
数
、
そ
の
数
の
異
様
さ
を
特
徴
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

﹁
指
紋
﹂
の
﹁
阿
片
の
夢
﹂
は
﹁
一
面
の
湖
水
を
前
景
に
し
て
︵
中
略
︶
そ
の
海

の
や
う
に
曠
漠
と
し
た
平
静
な
水
面
の
対
岸
に
、
や
は
り
そ
れ
と
同
じ
や
う
に
巨
大

な
建
築
物
が
見
え
る
﹂
と
い
う
場
面
か
ら
始
ま
る
の
だ
が
、
非
常
に
よ
く
似
た
箇
所

が
﹃
阿
片
溺
愛
者
の
告
白
﹄
に
も
あ
っ
て
﹁
私
の
建
築
の
夢
に
続
い
て
は
湖
水
と

︱
︱
銀
の
如
き
広
漠
た
る
水
面
の
夢
が
現
れ
た
﹂
か
ら
始
ま
る
。
そ
の
部
分
に
人
間

の
顔
が
現
れ
る
。﹁
今
揺
蕩
た
る
大
洋
の
水
面
に
人
間
の
顔
が
現
は
れ
始
め
た
。
海

面
が
無
数
の
人
間
を
以
つ
て
敷
き
つ
め
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。︵
中
略
︶
さ

ま
〴
〵
の
顔
が
、
数
万
数
千
、
幾
時
代
、
幾
世
紀
の
間
波
濤
の
中
に
漂
つ
て
ゐ
た
﹂

﹁
指
紋
﹂
の
﹁
阿
片
の
夢
﹂
は D

e Q
uincey 

の
著
作
の
刺
激
に
よ
っ
て
成
立
し
た

の
で
は
な
い
か
と
先
ほ
ど
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
作
中
に
取
り
込
ま
れ
る
際
に
、
活
動

写
真
と
の
関
係
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。
謎
解
き
の
重
要
な
要

因
と
し
て
も
活
動
写
真
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
作
品
の
モ
チ
ー
フ
の
基
底
と
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な
る
部
分
に
活
動
写
真
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

こ
の
作
品
に
決
定
不
能
と
い
う
問
題
が
幾
重
に
も
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。

こ
の
決
定
不
能
性
も
活
動
写
真
と
の
関
係
が
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
つ
は
﹁
女
賊
ロ
ザ
リ
オ
﹂
で
大
映
し
に
な
る
指
紋
が
俳
優
﹁
ウ
ヰ
リ
ア
ム
・
ウ

ヰ
ル
ス
ン
﹂
の
も
の
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
簡
単

に
い
え
ば
、
映
画
は
編
集
に
よ
っ
て
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
少
し
話
を
進
め
る

と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
存
在
し
な
い
、
と
い
う
映
画
の
特
性
に
よ
る
と
言
え
る
。

た
と
え
ば
多
木
浩
二
氏
は
次
の
よ
う
に
言
う
。﹁
映
画
は
、
何
か
世
界
と
い
う
べ

き
対
象
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
複
写
す
る
過
程
を
踏
む
の
で
は
な
い
。
カ
メ
ラ
も
セ
ッ

ト
も
、
演
技
す
る
俳
優
も
含
め
て
、
す
べ
て
が
複
製
技
術
の
領
域
に
属
し
て
い
る
。

限
り
な
く
現
実
に
近
い
も
の
と
し
て
観
客
が
受
容
す
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
つ
く
り

だ
す
た
め
の
制
作
に
使
う
す
べ
て
の
要
素
は
、
最
終
的
に
あ
ら
わ
れ
る
﹁
映
画
﹂
と

は
異
な
る
次
元
の
も
の
な
の
だ
。﹂一
二

活
動
写
真
は
編
集
と
い
う
過
程
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
作
品
と
し
て
存
在
す

る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
撮
影
さ
れ
た
フ
ィ
ル
ム
は
撮
影
時
点
で
は
撮
ら
れ
る
現
実
を
写
し

取
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
他
の
フ
ィ
ル
ム
と
繋
ぎ
合
わ
せ
ら

れ
る
こ
と
で
、
撮
影
時
点
で
撮
っ
て
い
た
現
実
と
は
全
く
異
な
っ
た
、
映
画
の
中
だ

け
の
現
実
を
立
ち
上
げ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
ら
れ
た
現
実
が
映
画
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
加
藤
幹
朗
氏
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
持
た
な
い
た
め
に

映
画
で
は
﹁
存
在
す
る
す
べ
て
の
上
映
用
プ
リ
ン
ト
が
等
し
く
た
が
い
に
た
が
い
の

コ
ピ
ー
と
な
る
﹂一
三
と
い
う
。

加
藤
氏
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。﹁
こ
れ
は
神
︵
起
源
︶
と
そ
の
形
姿
に

似
せ
て
つ
く
ら
れ
た
人
間
︵
複
製
︶
と
い
う
二
元
論
的
思
考
体
系
に
慣
ら
さ
れ
て
き

た
西
欧
社
会
に
と
っ
て
大
き
な
発
想
の
転
換
を
強
い
ら
れ
る
新
事
態
で
あ
る
。
そ
し

て
映
画
を
見
る
何
十
万
、
何
百
万
と
い
う
観
客
。
彼
ら
は
定
義
上
み
な
同
一
の
映
画

を
見
て
い
る
︵
演
劇
と
違
っ
て
映
画
は
上
演
［
上
映
］
の
た
び
に
異
な
る
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
が
展
開
す
る
わ
け
で
は
な
い
︶。
こ
こ
に
個
人
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
あ
る

い
は
希
薄
化
が
生
ず
る
間
隙
が
生
ま
れ
る
。
わ
た
し
は
わ
た
し
と
﹁
一
所
に
﹂
同
じ

映
画
を
見
て
い
る
他
の
何
百
万
と
い
う
観
客
の
な
か
に
埋
没
し
、
そ
れ
ゆ
え
わ
た
し

は
、
わ
た
し
の
わ
た
し
た
る
ゆ
え
ん
が
何
百
万
分
の
一
と
い
う
恐
る
べ
き
低
減
状
態

に
あ
る
と
感
ず
る
。
映
画
館
の
闇
は
わ
た
し
を
顔
の
な
い
塊マ

ス
へ
と
塗
り
こ
め
、
わ
た

し
は
映
画
館
に
大
量
動
員
さ
れ
る
顔
の
な
い
大
衆
の
一
部
と
な
る
﹂。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
﹁
個
人
の
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
あ
る
い
は
希
薄
化
﹂
と
い

う
問
題
、
あ
る
い
は
個
人
の
﹁
顔
の
な
い
塊
﹂
へ
の
解
消
、
と
い
う
事
態
は
映
画
︵
活

動
写
真
︶
の
も
た
ら
す
時
代
状
況
と
し
て
重
要
か
も
し
れ
な
い
。

﹁
指
紋
﹂
で
殺
人
犯
人
を
決
定
不
能
に
し
て
し
ま
っ
た
最
も
大
き
な
要
因
は
ド
ッ

ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
で
あ
っ
た
。
こ
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
も
映
画
と
の
縁
が
非
常
に
深

い
の
で
あ
る
。

初
期
映
画
は
し
ば
し
ば
作
品
の
題
材
と
し
て
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
扱
っ
て
い
る

の
だ
が
、
こ
こ
で
ま
ず
言
い
た
い
の
は
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
と
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン

ガ
ー
と
の
縁
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
映
画
の
存
在
す
る
以
前
に
、
動
く
人

間
を
再
現
す
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
。
文
字
に
記
録
さ
れ
た
人
間
は
自
ら

動
き
出
す
こ
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
そ
れ
を
﹁
死
体
﹂
と
い
う
な
ら
ば
、
技
術
メ

デ
ィ
ア
に
記
録
さ
れ
、
自
ら
動
き
だ
す
人
間
は
、
ま
さ
に
﹁
幽
霊
﹂
と
い
う
こ
と

に
な
る
。﹁
メ
デ
ィ
ア
と
は
そ
も
そ
も
幽
霊
の
出
現
を
し
か
伝
達
し
な
い
も
の
な
の

だ
﹂一
四
と
い
う
キ
ッ
ト
ラ
ー
の
言
葉
の
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
俗
な
解
釈
か
も
し
れ
な
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い
が
、
キ
ッ
ト
ラ
ー
の
右
の
評
言
は
そ
う
い
う
風
に
考
え
て
も
い
い
か
と
思
う
。

そ
う
す
る
と
、
映
画
と
い
う
の
は
無
数
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
達
で
満
た
さ
れ
た

メ
デ
ィ
ア
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
無
線
や
レ
ン
ト
ゲ
ン
が
千
里
眼
を
登
場
さ
せ
た

と
す
る
と
、
活
動
写
真
と
い
う
新
し
い
技
術
メ
デ
ィ
ア
が
呼
び
起
し
た
の
は
ド
ッ
ペ

ル
ゲ
ン
ガ
ー
だ
っ
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

作
品
の
題
材
と
し
て
も
初
期
映
画
は
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
を
好
ん
だ
。

こ
れ
は
フ
ィ
ル
ム
の
半
分
ず
つ
を
別
々
に
感
光
さ
せ
れ
ば
よ
い
と
い
う
撮
影
ト

リ
ッ
ク
の
単
純
さ
の
せ
い
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
表
現
と
し
て
新
奇
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。
同
じ
人
間
が
一
つ
の
場
面
に
二
人
同
時
に
存
在
す

る
と
い
う
よ
う
な
表
現
は
、
当
然
演
劇
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
映
画
に
よ
っ
て
初
め

て
可
能
に
な
っ
た
。
小
説
で
は
そ
も
そ
も
一
人
の
人
間
が
二
人
の
人
間
の
記
号
と
な

る
と
い
う
類
の
表
現
が
で
き
な
い
。

た
だ
、
問
題
な
の
は
映
像
の
表
現
は
言
葉
を
伴
わ
な
い
場
合
そ
の
意
味
が
曖
昧
に

な
る
と
い
う
性
質
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
映
像
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
現
実
効
果
と
で

も
呼
べ
る
よ
う
な
細
部
が
実
に
豊
饒
に
取
り
込
ま
れ
る
。
こ
の
豊
饒
な
細
部
が
、
二

人
の
人
間
の
細
部
が
全
く
同
じ
だ
と
い
う
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
出
現
を
文
学
表
現

で
は
あ
り
え
な
い
ほ
ど
明
瞭
に
観
客
に
伝
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
だ
が
、
同
時

に
そ
の
細
部
の
豊
饒
さ
は
意
味
、
あ
る
い
は
プ
ロ
ッ
ト
に
回
収
で
き
な
い
部
分
を
も

多
量
に
含
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
初
期
映
画
に
お
い
て
は
、
ど
う
い
う
物
語
な

の
か
筋
を
追
え
な
い
、
あ
る
い
は
場
面
の
中
で
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
、
と
い
う
事
態
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
。

小
松
弘
氏
に
よ
れ
ば
、
一
九
一
〇
年
代
の
中
ご
ろ
に
は
ア
イ
ラ
イ
ン
・
マ
ッ
チ
な

ど
の
所
謂
映
画
の
構
成
の
た
め
の
文
法
が
確
立
し
た
よ
う
で
あ
る
が
一
五
、
そ
れ
で

も
や
は
り
場
面
の
意
味
を
読
み
取
る
の
は
さ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。
そ
し
て
ド
ッ
ペ

ル
ゲ
ン
ガ
ー
の
登
場
は
そ
の
読
解
を
余
計
に
困
難
に
し
て
し
ま
う
。
ど
ち
ら
が
本
来

の
人
物
で
ど
ち
ら
が
影
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

﹁
指
紋
﹂
発
表
の
翌
年
の
作
品
に
な
る
が
﹁
カ
リ
ガ
リ
博
士
﹂︵
一
九
一
九
年
︶
に

生
じ
る
決
定
不
能
に
つ
い
て
キ
ッ
ト
ラ
ー
は
注
目
し
て
い
る
一
六
。﹁
カ
リ
ガ
リ
博
士
﹂

は
枠
物
語
に
な
っ
て
お
り
、
内
枠
で
は
大
道
商
人
︵
カ
リ
ガ
リ
博
士
︶
が
夢
遊
病
者

チ
ェ
ザ
ー
レ
を
使
っ
て
次
々
に
人
を
殺
し
、
そ
れ
を
フ
ラ
ン
シ
ス
と
い
う
青
年
が
阻

止
す
る
の
だ
が
、
外
枠
で
は
フ
ラ
ン
シ
ス
は
精
神
病
院
に
入
っ
て
い
る
。
問
題
は
精

神
病
院
の
院
長
と
カ
リ
ガ
リ
博
士
を
同
じ
俳
優
が
演
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
作
中

そ
れ
に
関
す
る
言
葉
に
よ
る
説
明
は
何
も
な
い
。
カ
リ
ガ
リ
と
病
院
長
が
同
じ
人
物

な
の
か
、
よ
く
似
た
別
の
人
物
な
の
か
、
そ
れ
を
決
定
す
る
指
標
は
与
え
ら
れ
ず
、

顔
の
同
一
性
が
す
べ
て
を
決
定
不
能
に
し
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
形
で
決
定
不
能
性

を
持
ち
込
み
う
る
の
は
映
画
に
特
有
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。

ち
な
み
に
﹃
カ
リ
ガ
リ
博
士
﹄
の
内
枠
の
物
語
は
外
枠
で
狂
人
と
な
っ
た
フ
ラ
ン

シ
ス
の
妄
想
で
も
あ
り
う
る
と
い
う
﹁
指
紋
﹂
に
似
た
形
を
と
っ
て
お
り
、
こ
う
し

た
共
通
性
も
﹁
指
紋
﹂
を
映
画
の
時
代
の
小
説
で
あ
る
と
感
じ
さ
せ
る
。

そ
も
そ
も
﹁
指
紋
﹂
は
犯
罪
者
の
特
定
に
指
紋
を
使
用
す
る
と
い
う
指
紋
法
に
基

づ
い
た
作
品
で
あ
る
が
、
指
紋
分
類
体
系
を
編
み
出
し
た
最
初
の
科
学
者
で
あ
る
プ

ル
キ
ニ
ェ
は
同
時
に
映
画
の
原
点
で
あ
る
残
像
研
究
に
お
い
て
も
最
初
期
の
科
学
者

で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
さ
れ
な
く
て
は
ら
な
ら
な
い
一
七
。
指
紋
法
と
映
画
と
は
そ

れ
自
体
が
近
い
関
係
に
あ
る
。

犯
罪
捜
査
に
関
し
て
は
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
う
ち
写
真
が
早
く
か
ら
﹁
司
法
写
真
﹂

と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
多
木
浩
二
氏
に
よ
れ
ば
、
写
真
は
﹁
変
化
し
つ
づ

け
る
﹁
顔
﹂
の
、
ほ
ん
の
一
断
面
し
か
表
わ
し
て
い
な
い
﹂一
八
。
そ
の
た
め
写
真
の



61

日本研究センター紀要　第５号

み
に
よ
っ
て
、
常
に
動
い
て
い
る
人
間
の
顔
を
同
定
す
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ

る
。
有
体
に
言
え
ば
、
知
っ
て
い
る
人
の
写
真
を
見
つ
け
る
こ
と
は
簡
単
で
あ
る
が
、

写
真
で
し
か
知
ら
な
い
人
を
現
実
世
界
で
見
つ
け
る
の
は
非
常
に
難
し
い
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
﹁
司
法
写
真
は
写
真
を
﹁
科
学
的
﹂
に
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
て
き

た
と
い
う
よ
り
、
逆
に
対
象
︵
こ
こ
で
は
人
間
︶
を
あ
ら
か
じ
め
﹁
科
学
的
﹂
な
ま

な
ざ
し
に
よ
っ
て
構
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
﹂。﹁
対
象
を
科
学
的
に
構
成
す
る
と
は

生
理
学
的
に
不
変
な
身
体
の
諸
特
徴
を
取
り
出
す
こ
と
で
あ
る
﹂。
こ
の
人
間
を
﹁
生

理
学
的
特
徴
の
集
ま
り
と
し
て
認
識
す
る
﹂
と
い
う
発
想
の
う
ち
に
指
紋
法
が
含
ま

れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

指
紋
法
や
司
法
写
真
は
人
間
を
生
理
学
的
特
徴
に
分
解
す
る
。
そ
れ
ら
を
記
録
す

る
に
は
キ
ッ
ト
ラ
ー
が
言
う
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
が
必
要
で
あ
る
。﹁
個
人
が
裡
に
抱

え
て
い
る
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
身
体
像
で
あ
れ
ば
書
物
も
こ
れ
を
記
録
し
、
伝
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
だ
が
指
紋
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
や
足
跡
そ
の
他
の
、
意
識
し
な
い

う
ち
に
秘
密
を
ば
ら
し
て
し
ま
う
よ
う
な
徴
し
は
メ
デ
ィ
ア
の
独
壇
場
で
あ
り
、
メ

デ
ィ
ア
抜
き
で
は
記
録
に
す
る
こ
と
も
判
定
す
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
。
フ
ラ
ン
シ

ス
・
ガ
ル
ト
ン
の
指
紋
捜
査
法
と
エ
デ
ィ
ソ
ン
の
フ
ォ
ノ
グ
ラ
フ
は
時
代
を
同
じ

く
し
て
い
て
、
し
っ
か
り
と
相
互
に
連
携
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
﹂一
九
。
ク
レ
ー

リ
ー
に
よ
れ
ば
プ
ル
キ
ニ
ェ
は
﹁
眼
の
刺
激
反
応
性
の
包
括
的
な
定
量
化
と
い
う
課

題
の
一
部
と
し
て
、
残
像
を
研
究
対
象
と
し
た
最
初
の
学
者
で
あ
る
﹂二
〇
。
こ
こ
に

人
間
を
神
経
生
理
学
の
束
と
し
て
分
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
数
値
化
し
て
い
こ
う
と
す

る
発
想
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
映
画
も
そ
う
し
た
発
想
か
ら
出
発
し
て
い
る
点
で

指
紋
法
と
同
じ
発
想
の
圏
内
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
は
す
で
に
︿
心
﹀
や
︿
魂
﹀

を
持
っ
た
︿
主
体
﹀
で
は
な
く
、
内
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
な
ど
は
必
要
と
さ
れ

な
い
。

﹁
指
紋
﹂
は
そ
う
し
た
発
想
を
も
つ
技
術
メ
デ
ィ
ア
の
時
代
の
作
品
で
あ
る
。
こ

の
作
品
に
再
三
現
れ
る
決
定
不
能
性
や
狂
気
も
こ
う
し
た
時
代
状
況
と
深
く
か
か

わ
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

﹁
指
紋
﹂
と
い
う
小
説
は
本
来
人
物
同
定
の
た
め
の
技
術
で
あ
っ
た
指
紋
法
を
無

効
化
し
て
し
ま
う
。
ま
た
活
動
写
真
を
幻
想
的
な
美
と
捉
え
て
い
る
こ
の
作
品
は
、

キ
ッ
ト
ラ
ー
の
言
う
よ
う
に
技
術
メ
デ
ィ
ア
時
代
に
ロ
マ
ン
主
義
的
な
感
性
を
回
帰

さ
せ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

小
松
弘
氏
が
古
典
的
シ
ス
テ
ム
と
呼
ぶ
映
画
の
文
法
が
確
立
さ
れ
て
後
、
映
画

は
、
主
に
グ
リ
フ
ィ
ス
な
ど
の
貢
献
に
よ
っ
て
人
間
の
内
面
を
描
く
こ
と
が
可
能
に

な
っ
た
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
な
も
の
の
復
活
で
あ
る
。
技
術
メ
デ
ィ
ア
が
解
体
し
て
し

ま
っ
た
︿
人
間
﹀
を
映
画
は
想
像
的
に
回
復
す
る
。
し
か
し
、
技
術
メ
デ
ィ
ア
か
ら

イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
た
文
学
は
そ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
ず
︿
人
間
﹀
を
描
き
続
け
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。﹁
指
紋
﹂
で
は
人
間
の
同
一
性
、
内
的
な
一
貫

性
が
回
復
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

尚
且
つ
こ
の
作
品
は
ロ
マ
ン
主
義
的
な
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
像
か
ら
訣
別
し
て
い

る
と
読
め
る
。
た
と
え
ば
ポ
ー
の
﹁
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
﹂
に
現
れ
る
ド
ッ

ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
は
何
や
ら
良
心
を
象
徴
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
あ
る

種
の
道
徳
的
な
恐
怖
が
あ
り
、
自
己
像
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、

映
画
登
場
後
の
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
は
単
に
物
理
的
に
完
全
な
似
姿
で
し
か
な
く
、

﹁
指
紋
﹂
で
も
作
中
人
物
の
︿
心
﹀
と
深
く
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
は
な
い
。

﹁
指
紋
﹂
の
時
期
に
小
説
に
登
場
す
る
人
間
像
は
確
実
に
変
質
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一　
　

 

以
下
佐
藤
春
夫
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
﹃
定
本
佐
藤
春
夫
全
集
﹄︵
臨
川
書
房   
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一
九
九
八
年
︶
に
よ
る
。

二　
　

 

生
方
智
子
﹁﹁
探
偵
小
説
﹂
以
前
︱
︱
佐
藤
春
夫
﹃
指
紋
﹄
に
お
け
る
︿
謎
解
き
﹀
の

枠
組
み
︱
︱
﹂︵﹃
日
本
近
代
文
学
﹄
第
七
四
集　

二
〇
〇
六
年
五
月
︶

三　
　

 
宮
永
孝
﹃
ポ
ー
と
日
本　

そ
の
受
容
と
歴
史
﹄︵
彩
流
社　

二
〇
〇
〇
年
五
月
︶
に
よ
る
。

四　
　

生
方
智
子 
前
掲
論
文

五　
　

笠
井
潔
﹃
探
偵
小
説
論
Ⅰ
﹄︵
東
京
創
元
社　

一
九
九
八
年
一
二
月
︶

六　
　

川
本
三
郎
﹃
大
正
幻
影
﹄︵
新
潮
社　

一
九
九
〇
年
一
〇
月
︶

七　
　

生
方
智
子 

前
掲
論
文

八　
　

一
柳
廣
孝
﹃︿
こ
っ
く
り
さ
ん
﹀
と
︿
千
里
眼
﹀﹄︵
講
談
社　

一
九
九
四
年
八
月
︶

九　
　

松
山
巌
﹃
う
わ
さ
の
遠
近
法
﹄︵
青
土
社　

一
九
九
三
年
二
月
︶

一
〇　

 

こ
の
あ
た
り
の
記
述
は
、
古
賀
太
﹁﹃
明
治
の
日
本
﹄
か
ら
﹃
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
映
画
日

本
篇
﹄
へ
﹂︵
吉
田
喜
重
、
山
口
昌
男
、
木
下
直
之
編
﹃
映
画
伝
来　

シ
ネ
マ
ト
グ
ラ

フ
と
︿
明
治
の
日
本
﹀﹄︹
岩
波
書
店　

一
九
九
五
年
一
一
月
︺︶
に
よ
る
。

一
一　

辻
潤
﹃
阿
片
溺
愛
者
の
告
白
﹄︵
一
九
一
八
年
五
月
︶。
原
文
は
総
ル
ビ
。

一
二　

 

多
木
浩
二
﹃
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
﹁
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
﹂
精
読
﹄︵
岩
波
現
代
文
庫   

二
〇
〇
〇
年
六
月
︶

一
三　

加
藤
幹
朗
﹃
映
画
の
論
理
﹄︵
み
す
ず
書
房　

二
〇
〇
五
年
二
月
︶

一
四　

 

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
キ
ッ
ト
ラ
ー
﹃
グ
ラ
モ
フ
ォ
ン
・
フ
ィ
ル
ム
・
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
﹄

︵
石
光
泰
夫
・
石
光
輝
子
訳　

筑
摩
書
房　

一
九
九
九
年
四
月
︶

一
五　

小
松
弘
﹃
起
源
の
映
画
﹄︵
青
土
社　

一
九
九
一
年
七
月
︶

一
六　

キ
ッ
ト
ラ
ー
前
掲
書

一
七　

 

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
﹃
観
察
者
の
系
譜
﹄︵
遠
藤
知
巳
訳　

以
文
社 

二
〇
〇
五

年
一
一
月
︶

一
八　

多
木
浩
二
﹃
眼
の
隠
喩
︵
新
版
︶﹄︵
青
土
社　

二
〇
〇
二
年
六
月
︶

一
九　

キ
ッ
ト
ラ
ー
前
掲
書

二
〇　

ク
レ
ー
リ
ー
前
掲
書

 

︵
わ
た
な
べ　

た
く
・
本
学
語
学
教
育
セ
ン
タ
ー
助
教
︶


