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一　
本
稿
の
狙
い

乙お
つ

一い
ち

「
陽
だ
ま
り
の
詩シ

」（『
小
説
す
ば
る
』
平
成
十
四
年
六
月
（
は
、
誕
生

し
た
て
の
女
性
型
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
「
私

（
注
１
（」

を
主
人
公
と
す
る
、
一
人
称

の
小
説
で
あ
る
。
人
類
が
死
滅
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
時

間
設
定
は
未
来
の
い
つ
か
。
場
所
に
関
し
て
は
無
国
籍
的
と
言
う
べ
き

か
、
特
に
日
本
と
考
え
る
必
要
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

作
品
梗
概
は
以
下
の
通
り
。

目
を
開
け
た
「
私
」
が
傍
に
い
る
男
に
誰
か
と
尋
ね
る
と
、
男
は
「
き

み
を
作
っ
た
人
間
だ
」
と
言
う
。「
彼
」
と
と
も
に
「
私
」
は
地
下
か
ら

地
上
へ
と
出
、
二
人
で
こ
れ
か
ら
生
活
す
る
家
へ
と
移
動
す
る
。
家
の

食
器
棚
の
中
に
「
彼
」
と
白
髪
の
男
性
の
写
真
を
見
つ
け
た
「
私
」
は
、

他
の
人
た
ち
は
ど
こ
に
い
る
の
か
と
尋
ね
る
。「
彼
」
に
よ
る
と
、
白
髪

の
男
性
＝
「
彼
」
の
伯
父
を
含
め
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
は
突
然
の
病
原

菌
の
た
め
、
す
で
に
死
ん
で
い
る
と
い
う
。「
私
」
は
「
彼
」
に
名
前
を

付
け
て
く
れ
と
言
う
が
、「
彼
」
は
必
要
な
い
と
答
え
る
。「
彼
」
も
病

原
菌
に
感
染
し
て
い
る
た
め
、
死
ん
だ
ら
伯
父
の
墓
の
隣
に
埋
葬
し
て

く
れ
と
「
私
」
に
頼
む
。「
私
」
は
家
事
と
「
彼
」
の
埋
葬
を
す
る
た
め

に
作
ら
れ
た
こ
と
を
理
解
す
る
。

自
身
の
活
動
が
や
が
て
停
止
す
る
こ
と
や
、「
彼
」
が
近
く
死
ぬ
こ
と

に
つ
い
て
、
最
初
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た
「
私
」
だ
が
、「
彼
」
と
一
緒

に
生
活
す
る
う
ち
に
、
様
々
な
感
情
を
学
ぶ
こ
と
と
な
る
。
栽
培
し
て

い
る
畑
の
野
菜
を
か
じ
る
白
兎
を
追
い
か
け
て
転
び
、「
彼
」
に
笑
わ

れ
、
恥
ず
か
し
さ
と
「
彼
」
に
対
す
る
少
し
の
憎
ら
し
さ
を
感
じ
る

「
私
」。
太
陽
や
コ
ー
ヒ
ー
、
窓
飾
り
に
あ
た
る
風
が
作
り
出
す
音
色
な

河

内

重

雄

乙
一
「
陽
だ
ま
り
の
詩
」
論

―
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
人
間
に
な
る
状
況
に
つ
い
て
―
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ど
を
好
ま
し
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
「
私
」。
だ
が
、
死
に
つ
い
て
は
ま

だ
よ
く
分
か
ら
な
い
。

「
彼
」
の
死
が
五
日
後
に
迫
っ
た
日
、
崖
か
ら
落
ち
て
途
中
の
岩
棚
に

引
っ
掛
か
っ
て
動
け
な
い
白
兎
を
「
私
」
は
発
見
す
る
。
助
け
よ
う
と

し
た
「
私
」
は
兎
と
共
に
落
ち
、
兎
は
死
ん
で
し
ま
う
。
少
し
前
ま
で

畑
を
駆
け
回
っ
て
い
た
兎
の
死
に
、
胸
の
奥
に
痛
み
を
感
じ
て
涙
を
流

す
「
私
」
は
、
愛
と
死
は
同
じ
も
の
の
表
と
裏
だ
と
理
解
す
る
。「
彼
」

に
破
損
個
所
を
修
理
し
て
も
ら
い
な
が
ら
、「
彼
」
の
遺
体
を
や
が
て
埋

葬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
「
私
」
は
辛
く
思
う
。

「
彼
」
の
死
の
当
日
、
自
分
の
命
の
残
り
時
間
を
秒
単
位
で
答
え
る

「
彼
」
に
、「
私
」
は
「
彼
」
も
ま
た
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
あ
る
こ
と
を
悟

る
。「
彼
」
は
こ
れ
ま
で
だ
ま
し
て
い
た
こ
と
を
謝
り
、
伯
父
に
憧
れ
て

い
た
こ
と
、
人
間
に
な
り
た
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
伯
父
の
隣
に
埋
葬

さ
れ
た
か
っ
た
こ
と
を
語
る
。
自
分
も
人
間
だ
っ
た
ら
い
い
の
に
と
思

う
「
私
」
は
、「
彼
」
の
気
持
ち
を
理
解
し
、「
彼
」
に
死
が
訪
れ
る
ま

で
抱
き
し
め
て
い
よ
う
と
思
う
。
こ
の
世
界
に
誕
生
し
た
こ
と
を
「
私
」

は
「
彼
」
に
感
謝
し
、
や
が
て
「
彼
」
の
体
内
の
モ
ー
タ
ー
音
は
聞
こ

え
な
く
な
り
、「
私
」
は
お
や
す
み
な
さ
い
と
心
の
中
で
つ
ぶ
や
く
。
作

品
梗
概
は
以
上
で
あ
る
。

「
陽
だ
ま
り
の
詩シ

」（
以
下
、
本
作
と
す
る
（
に
は
ロ
ボ
ッ
ト
や
ア
ン
ド
ロ

イ
ド
と
い
っ
た
語
は
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
は
、
石
黒

浩
『
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
人
間
に
な
れ
る
か
』（
平
成
二
十
七
年
十
二
月　

文
芸

春
秋
（
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
ロ
ボ
ッ
ト
」
は
、
見
か
け
か
ら
し
て
機
械
然
と
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
セ
ン
サ
と
ア
ク
チ
ュ
エ
ー
タ
（
駆
動

装
置
（
が
つ
い
て
い
れ
ば
、
な
ん
で
も
ロ
ボ
ッ
ト
だ
。

　

対
し
て
「
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
」
は
見
か
け
が
人
間
そ
っ
く
り
、
た

だ
し
中
味
は
機
械
の
「
人
間
酷
似
型
」
の
も
の
（
見
か
け
だ
け
だ

と
、
人
間
か
ど
う
か
区
別
つ
き
に
く
い
も
の
（
を
指
す
。

本
作
の
語
り
手
の
外
見
は
人
間
の
女
性
、「
彼
」
は
男
性
と
さ
れ
て
い

る
。
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
い
っ
た
語
が
出
て
こ
な
い
こ
と
に
は
意
味
が
あ

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
便
宜
上
、
語
り
手
た
ち
を
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
表
現

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

語
り
手
の
「
私
」
と
「
彼
」
は
人
間
と
言
え
る
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
人
間
と
し
て
よ
い
か
。
本
作
が
読
者
に
問
い
か
け
る

の
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
は
本
作
の
一
節
。

　

私
は
兎
を
追
い
か
け
る
最
中
、
た
い
て
い
、
何
か
に
躓
い
て
転

ん
だ
。
窓
の
内
側
か
ら
忍
び
笑
い
を
す
る
声
が
聞
こ
え
て
振
り
か

え
る
と
彼
が
私
を
見
て
笑
っ
て
い
た
。
私
は
立
ち
あ
が
り
白
い
服
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「
僕
は
、
伯
父
の
隣
に
埋
葬
さ
れ
た
か
っ
た
。
自
分
の
上
に
土
を

か
ぶ
せ
る
存
在
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
身
勝
手
の
た

め
に
き
み
を
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
」

本
作
に
は
こ
れ
ら
の
他
に
も
、「
私
の
よ
う
に
人
間
で
な
い
も
の
は
絵

を
描
い
た
り
彫
刻
を
し
た
り
音
楽
を
作
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」

と
い
っ
た
一
文
も
見
ら
れ
る
。
人
間
と
は
何
か
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
も
人

間
と
し
て
よ
い
か
と
い
っ
た
こ
と
が
、
本
作
の
大
枠
の
テ
ー
マ
と
言
え

よ
う
。
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
本
作
を
解
釈
す
る
。

二　
聖
書
と
の
類
似
に
つ
い
て

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
人
間
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、

本
作
の
典
拠
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
本
作
に
お
け
る
設
定
は
キ
リ
ス
ト

教
の
聖
書
、
特
に
『
創
世
記
』
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
聖
書
が
典

拠
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、『
旧
約
聖
書　

創
世
記

（
注
２
（』

と
本
作
の

類
似
点
を
確
認
す
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
聖
書
に
お
い
て
最
初
の
人
間
＝
ア
ダ

ム
を
創
り
、
そ
の
肋
骨
か
ら
女
を
創
っ
た
の
は
神
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
神
が
言
わ
れ
た
、「
わ
れ
わ
れ
は
人
を
わ
れ
わ
れ
の
像

か
た
ち

に
つ
い
た
泥
を
叩
き
落
と
し
た
。

　
「
生
活
し
て
い
る
う
ち
に
人
間
ら
し
く
な
っ
て
き
た
」

　
「
…
…
き
み
は
人
間
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
る
か
い
」

　

話
の
途
中
で
ふ
い
に
彼
は
質
問
し
た
。
私
は
頷
い
て
、
あ
る
、

と
答
え
た
。

　
「
窓
の
飾
り
が
揺
れ
る
音
を
聞
く
と
自
分
が
人
間
だ
っ
た
ら
い
い

の
に
と
思
い
ま
す
」

　
「
な
ぜ
人
間
の
ふ
り
を
？
」

　

彼
は
落
ち
こ
ん
だ
声
で
伯
父
に
あ
こ
が
れ
て
い
た
心
の
内
側
を

説
明
し
た
。
伯
父
と
は
彼
の
製
作
者
だ
っ
た
。
自
分
が
人
間
だ
っ

た
ら
い
い
の
に
と
私
は
時
々
思
っ
た
。
彼
も
ま
た
同
じ
こ
と
を
感

じ
て
い
た
の
だ
。

　
「
あ
な
た
は
愚
か
で
す
」

　
「
わ
か
っ
て
い
る
」

　

そ
う
彼
は
言
っ
て
、
胸
に
耳
を
あ
て
た
ま
ま
の
私
の
頭
に
、
そ
っ

と
手
を
載
せ
た
。
少
な
く
と
も
私
に
は
彼
が
人
間
だ
ろ
う
と
そ
う

で
な
か
ろ
う
と
違
い
は
な
か
っ
た
。
私
は
彼
の
体
を
強
く
抱
き
し

め
た
。
残
り
時
間
が
減
っ
て
い
く
。
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の
通
り
、
わ
れ
わ
れ
に
似
る
よ
う
に
造
ろ
う
。
彼
ら
に
海
の
魚
と
、

天そ
ら

の
鳥
と
、
家
畜
と
、
す
べ
て
の
地
の
獣
と
、
す
べ
て
の
地
の
上

に
這
う
も
の
と
を
支
配
さ
せ
よ
う
」
と
。
そ
こ
で
神
は
人
を
御
自

分
の
像
の
通
り
に
創
造
さ
れ
た
。
神
の
像
の
通
り
に
彼
を
創
造
し
、

男
と
女
に
彼
ら
を
創
造
さ
れ
た
。

　

ヤ
ㇵ
ウ
ェ
神か

み

が
地
と
天
と
を
造
ら
れ
た
日
（
略
（
ヤ
ㇵ
ウ
ェ
神
は

地
の
土
く
れ
か
ら
人
を
造
り
、
彼
の
鼻
に
生
命
の
息
を
吹
き
こ
ま

れ
た
。
そ
こ
で
人
は
生
き
た
者
と
な
っ
た
。

（
略
（
彼
が
眠
り
に
落
ち
た
時
、
ヤ
ㇵ
ウ
ェ
神
は
そ
の
肋
骨
の
一
つ

を
取
っ
て
、
そ
の
場
所
を
肉
で
ふ
さ
い
だ
。
ヤ
ㇵ
ウ
ェ
神
は
人
か

ら
取
っ
た
肋
骨
を
一
人
の
女
に
造
り
上
げ
、
彼
女
を
そ
の
人
の
所

へ
連
れ
て
こ
ら
れ
た
。 
（「
一　

創
造
」（

本
作
で
は
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
た
ち
の
創
造
者
は
人
間
で
あ
る
。
自
ら
に

似
せ
て
創
造
す
る
者
と
さ
れ
る
者
が
存
在
す
る
点
で
、
聖
書
と
本
作
は

似
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
男
性
型
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

の
「
彼
」
が
「
設
計
図
」
に
よ
り
女
性
型
の
「
私
」
を
作
る
の
も
、
男

が
先
行
し
て
い
る
点
で
、
ア
ダ
ム
の
肋
骨
か
ら
女
が
造
ら
れ
る
こ
と
を

思
わ
せ
る
。

ア
ダ
ム
と
そ
の
妻
エ
バ
は
、「
人
と
そ
の
妻
と
は
二
人
と
も
裸
で
、
た

が
い
に
羞
じ
な
か
っ
た
。」（「
一　

創
造
」（
と
あ
る
よ
う
に
、
最
初
裸
で

あ
る
こ
と
を
恥
だ
と
感
じ
て
い
な
い
。
本
作
の
「
私
」
も
誕
生
し
て
す

ぐ
「
私
は
何
も
身
に
着
け
て
い
な
か
っ
た
。」
と
気
付
く
が
、「
彼
」
に

対
し
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と

だ
と
思
わ
れ
る
が
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
が
裸
で
あ
る
こ
と
に
恥
ず
か
し
さ

を
覚
え
、
無
花
果
の
葉
で
そ
れ
ぞ
れ
前
垂
れ
を
作
る
の
は
、
エ
デ
ン
の

園
で
蛇
に
騙
さ
れ
、
智
慧
の
樹
の
実
を
食
べ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
略
（
そ
こ
で
女
は
そ
の
樹
を
見
る
と
、
成
程
そ
れ
は
食
べ
る
の
に

よ
さ
そ
う
で
、
見
る
眼
を
誘
い
、
智
慧
を
増
す
た
め
に
如
何
に
も

好
ま
し
い
の
で
、
と
う
と
う
そ
の
実
を
取
っ
て
食
べ
た
。
そ
し
て

一
緒
に
い
た
夫
に
も
与
え
た
の
で
、
彼
も
食
べ
た
。
す
る
と
た
ち

ま
ち
二
人
の
眼
が
開
か
れ
て
、
自
分
た
ち
が
裸
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
、
無
花
果
樹
の
葉
を
綴
り
合
わ
せ
て
、
前
垂
を
作
っ
た
の
で

あ
る
。 

（「
二　

堕
罪
」（

聖
書
に
お
い
て
、
ア
ダ
ム
と
エ
バ
が
最
初
に
示
す
感
情
は
恥
ず
か
し

さ
と
言
え
る
。
本
作
に
お
い
て
も
、「
私
」
が
示
す
最
初
の
感
情
は
恥
ず

か
し
さ
で
あ
る
。
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家
に
戻
っ
て
も
彼
は
ま
だ
笑
っ
て
い
た
。
私
に
は
よ
く
わ
か
ら

な
か
っ
た
。
し
か
し
笑
わ
れ
た
こ
と
で
む
ず
む
ず
し
た
。
胸
の
奥

が
か
ゆ
い
と
思
っ
た
。
体
温
が
上
昇
し
て
ど
う
振
る
舞
え
ば
い
い

の
か
わ
か
ら
ず
ひ
と
ま
ず
頭
を
掻
い
た
。
な
る
ほ
ど
、
ど
う
や
ら

こ
れ
が
「
恥
ず
か
し
い
」
と
い
う
感
情
な
の
だ
な
と
思
っ
た
。「
く

す
ぐ
っ
た
い
」
に
似
て
い
た
。
そ
し
て
い
つ
ま
で
も
笑
っ
て
い
る

彼
が
少
し
憎
ら
し
か
っ
た
。

恥
ず
か
し
さ
の
直
接
の
原
因
は
「
彼
」
に
笑
わ
れ
た
こ
と
だ
が
、
笑

わ
れ
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
は
、「
私
を
あ
ざ
笑
う
よ
う
に
畑
の
中

を
駆
け
」
る
兎
と
い
う
小
動
物
で
あ
る
。
聖
書
の
「
狡
猾
」
な
蛇
に
重

な
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、「
私
」
が
恥
ず
か
し
さ
の
次
に
示

す
感
情
は
、
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
「
憎
ら
し
」
さ
だ
が
、
聖
書
で
人

間
が
示
す
次
の
感
情
は
怒
り
で
あ
る
。

（
略
（
し
ば
ら
く
し
て
、
あ
る
時
カ
イ
ン
が
農
作
物
の
中
か
ら
ヤ
ㇵ

ウ
ェ
に
供そ

な
え

物も
の

を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ア
ベ
ル
は
ア
ベ
ル
で
ま
た

そ
の
群
の
初
子
と
そ
の
脂
身
の
中
か
ら
選
ん
で
供
物
を
し
た
。
ヤ

ㇵ
ウ
ェ
は
ア
ベ
ル
と
そ
の
供
物
を
御
照
覧
に
な
っ
た
が
、
カ
イ
ン

と
そ
の
供
物
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
カ
イ
ン
は
大
い
に
怒
っ

て
そ
の
顔
を
伏
せ
た
。 

（「
三　

カ
イ
ン
と
ア
ベ
ル
」（

周
知
の
よ
う
に
、
怒
っ
た
カ
イ
ン
は
こ
の
あ
と
弟
の
ア
ベ
ル
を
殺
し

て
し
ま
う
。
本
作
の
「
私
」
は
こ
の
直
後
、「
彼
」
に
出
す
食
事
で
意
地

悪
を
す
る
。

　
「
僕
の
サ
ラ
ダ
や
ス
ー
プ
に
入
っ
て
い
る
野
菜
は
、
全
部
、
兎
の

か
じ
っ
た
跡
が
あ
る
の
に
、
き
み
の
食
べ
て
い
る
も
の
は
な
ぜ
そ

う
じ
ゃ
な
い
の
だ
ろ
う
」

　
「
偶
然
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
確
率
の
問
題
で
す
」

　

私
は
そ
れ
だ
け
言
っ
て
、
兎
の
歯
形
の
つ
い
て
い
な
い
自
分
の

サ
ラ
ダ
を
食
べ
た
。

程
度
の
差
は
あ
れ
、
憎
し
み
の
感
情
が
示
さ
れ
た
す
ぐ
後
に
、
憎
い

相
手
へ
の
攻
撃
が
見
ら
れ
る
点
も
、
共
通
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

聖
書
で
は
ノ
ア
の
時
代
に
、
大
洪
水
で
ほ
と
ん
ど
の
人
や
動
物
が
死

滅
し
て
い
る
。
本
作
で
も
「
私
」
と
「
彼
」
の
二
体
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

以
外
、
人
ら
し
き
登
場
人
物
は
直
接
的
に
は
出
て
こ
な
い
。「
彼
」
は
病

原
菌
の
た
め
「
ほ
と
ん
ど
の
人
間
が
す
で
に
息
絶
え
て
い
る
」
と
言
い
、

「
私
」
は
「
人
間
が
す
べ
て
い
な
く
な
っ
た
世
界
を
、
彼
だ
け
が
死
な
ず

に
今
ま
で
生
き
て
き
た
の
だ
。」
と
語
っ
て
い
る
。「
ほ
と
ん
ど
」
と
「
す

べ
て
」、
多
少
の
食
い
違
い
は
あ
る
が
、
人
類
が
壊
滅
的
な
状
態
に
あ
る

と
い
う
意
味
で
、
ノ
ア
の
大
洪
水
に
重
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
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聖
書
で
は
神
が
ノ
ア
に
箱
舟
の
作
り
方
を
教
え
る
。
三
階
建
て
の
構

造
の
船
で
、
全
て
の
生
物
を
雄
雌
二
匹
、
や
が
て
繁
殖
で
き
る
よ
う
、

入
れ
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
本
作
に
出
て
く
る
の
は
男
と
女
の
ア

ン
ド
ロ
イ
ド
が
一
体
ず
つ
。「
私
」
た
ち
が
生
活
し
て
い
る
の
は
、
一
階

と
二
階
、
屋
根
裏
部
屋
の
あ
る
三
階
建
て
の
構
造
の
家
で
あ
る
。
ま
た
、

「
私
」
は
「
彼
」
に
、「
彼
」
は
人
間
に
、
帆
船
の
作
り
方
を
学
ん
だ
と

さ
れ
る
場
面
が
あ
る
。

　

帆
船
の
持
っ
て
い
た
部
分
が
唐
突
に
外
れ
た
。
床
に
落
下
し
て

胴
体
部
分
の
ほ
と
ん
ど
が
音
を
立
て
て
分
解
し
た
。
ば
ら
ば
ら
に

な
っ
た
ブ
ロ
ッ
ク
を
集
め
な
が
ら
ど
う
し
よ
う
か
と
思
っ
た
。（
略
（

　

そ
の
と
き
ひ
と
つ
だ
け
私
で
も
ブ
ロ
ッ
ク
で
作
り
出
せ
る
も
の

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
思
い
出
し
な
が
ら
帆
船
を
組
み
立
て

た
。
一
度
、
彼
が
製
作
す
る
様
を
見
て
記
憶
し
て
い
た
。
ひ
と
つ

ず
つ
彼
が
か
つ
て
目
の
前
で
行
な
っ
た
手
順
を
繰
り
返
す
。
そ
う

す
る
こ
と
で
私
に
も
帆
船
を
製
作
す
る
こ
と
は
で
き
た
。

（
略
（
彼
は
お
そ
ら
く
、
以
前
に
他
の
人
間
が
ブ
ロ
ッ
ク
か
ら
帆
船

を
作
り
出
し
た
と
こ
ろ
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
帆
船

を
組
み
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。

創
造
者
で
あ
る
人
か
ら
「
彼
」
が
帆
船
の
作
り
方
を
学
ぶ
の
は
、
神

か
ら
ノ
ア
が
箱
舟
の
作
り
方
を
教
わ
る
の
と
重
な
る
と
言
え
よ
う
。

以
下
は
細
か
い
類
似
点
だ
が
、
聖
書
で
は
太
陽
の
光
が
闇
を
払
う
も

の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
。
本
作
で
も
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、

太
陽
は
「
彼
」
や
「
私
」
の
愛
情
の
対
象
と
し
て
価
値
化
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
聖
書
で
は
、
人
に
ア
ダ
ム
と
い
う
名
を
付
け
た
の
は
神
で
あ
る
。

後
述
す
る
が
、
本
作
で
も
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
起
動
時
に
人
間
が
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
に
名
を
付
け
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
創
造
者
が
創
造
物
に
名

を
付
け
る
点
も
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
特
に
『
創
世
記
』
と
の
類

似
点
で
は
な
い
が
、
本
作
で
は
墓
に
あ
る
も
の
は
墓
石
な
ど
で
は
な
く
、

十
字
架
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
キ
リ
ス
ト
教
を
思
わ
せ
よ
う
。

で
は
、
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
的
な
設
定
が
本
作
で
は
な
さ
れ
て
い
る
の

か
。
筆
者
が
特
に
注
目
す
る
の
は
最
初
に
挙
げ
た
類
似
点
、
神
が
自
分

に
似
せ
て
人
間
を
造
っ
た
よ
う
に
、
人
間
が
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
製
作
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
は
黒
崎
政
男
『
哲
学
者
は
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
の
夢
を
見
た
か
』（
昭
和
六
十
二
年
十
月　

哲
学
書
房
（
の
一
節
で
あ
る
。

　

ほ
ぼ
一
世
紀
前
に
我
々
は
、
自
ら
を
動
物
と
の
連
続
と
不
連
続

に
お
い
て
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
人
間
と
は
、
動

物
で
は
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
崩
さ
れ
る
と

き
に
、
人
間
に
つ
い
て
の
思
想
は
深
ま
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
以
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前
に
は
、
人
間
は
自
ら
を
、
神
と
の
同
一
性
と
差
異
と
に
お
い
て

捉
え
よ
う
と
し
て
き
た
。

　

そ
し
て
、
我
々
は
い
ま
、
ち
ょ
う
ど
一
世
紀
以
前
に
体
験
し
た

と
同
様
の
事
態
に
い
る
。
我
々
は
ま
さ
に
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ

=artificial intelligence

（
と
い
う
存
在
（
も
ち
ろ
ん
ア
ン
ド
ロ

イ
ド
型
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
に
は
ま
だ
ま
だ
途
方
も
な
く
不
完
全
で

は
あ
る
が
（
と
の
連
続
と
不
連
続
に
お
い
て
、
人
間
と
は
な
に
か
、

を
学
び
と
る
と
い
う
時
代
に
遭
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
は
自
分
に
似
た
存
在
が
あ
る
と
、
自
身
と
対
象
と
を
比
較
し
て
し

ま
う
。
ど
こ
が
同
じ
で
ど
こ
が
違
う
の
か
、
人
間
と
は
何
か
が
問
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
本
作
を
人
間
と
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
連
続
、

不
連
続
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
す
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
設
定
は
、
こ

の
よ
う
な
観
点
の
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
側
面
が
あ
る
と
考
え

る
。

三　
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
互
い
に
接
す
る
こ
と

本
作
で
は
、
嘘
を
つ
く
な
ど
の
言
語
能
力
や
外
見
な
ど
に
関
し
て
は
、

人
間
と
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
同
じ
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。
本
作
に
お
け
る

人
と
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
違
い
は
、
絵
や
音
楽
の
創
造
や
、
名
前
を
付
け

る
と
い
う
行
為
が
で
き
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

　

彼
に
よ
る
と
、
私
は
、
設
計
図
の
あ
る
も
の
や
あ
ら
か
じ
め
手

順
の
決
ま
っ
て
い
る
も
の
し
か
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
そ
う
だ
。

例
え
ば
、
音
楽
や
絵
な
ど
は
生
み
出
せ
な
い
と
い
う
。
だ
か
ら
ば

ら
ば
ら
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
前
に
し
て
私
は
何
も
で
き
な
か
っ
た
。

　
「
…
…
あ
な
た
が
私
に
名
前
を
つ
け
な
か
っ
た
の
は
、
絵
や
音
楽

を
作
り
出
せ
な
い
の
と
同
様
に
、
名
前
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
か
ら
で
す
ね
？
」

手
順
が
決
ま
っ
て
い
る
も
の
し
か
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の

は
、
絵
や
音
楽
を
作
り
出
せ
な
い
と
い
う
こ
と
の
言
い
換
え
に
等
し
い
。

で
は
、
手
順
の
決
ま
っ
た
も
の
し
か
作
れ
な
い
こ
と
と
、
名
前
を
付
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
。

名
前
は
固
有
名
詞
で
あ
る
。
固
有
名
詞
は
、
名
付
け
ら
れ
た
対
象
を

唯
一
無
二
の
存
在
た
ら
し
め
る
。
例
え
ば
、
あ
り
ふ
れ
た
ボ
ー
ル
ペ
ン

に
「
太
郎
」
と
名
付
け
れ
ば
、
そ
の
「
太
郎
」
と
い
う
名
を
与
え
ら
え

た
ボ
ー
ル
ペ
ン
は
、
こ
の
世
で
か
け
が
え
の
な
い
、
取
り
換
え
不
可
能

な
存
在
と
さ
れ
る
。
本
作
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
た
ち
は
成
人
の
平
均
的
な

言
語
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
対
象
に
名
前
を
付
け
る
時
は
、
ど
こ
の
国
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で
も
あ
る
程
度
限
ら
れ
た
範
囲
か
ら
選
ん
で
付
け
る
と
思
わ
れ
る
。
だ

と
す
れ
ば
、
例
え
ば
千
程
度
の
人
名
の
リ
ス
ト
を
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
イ

ン
プ
ッ
ト
し
、
そ
の
中
か
ら
交
際
範
囲
に
な
い
名
前
を
ラ
ン
ダ
ム
に
選

ん
で
付
け
る
よ
う
な
機
能
を
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
も
た
せ
る
の
は
、
た
や

す
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
作
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
た
ち
は
名
を
付

け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
次
の
こ
と
を
意
味
す

る
。
す
な
わ
ち
、
本
作
に
お
い
て
、
人
間
と
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
決
定
的

な
違
い
は
、
対
象
を
他
な
ら
ぬ
こ
れ
た
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
否

か
と
い
う
点
に
、
唯
一
無
二
の
存
在
を
作
り
出
せ
る
か
否
か
と
い
う
点

に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
た
ち
は
決
め
ら
れ
た

手
順
に
従
っ
て
、
同
じ
も
の
を
作
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
れ
は
、
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
は
固
有
名
詞
の
レ
ベ
ル
（
唯
一
無
二
の
こ
れ
（
と
は
関
わ
れ
な
い

が
、
一
般
名
詞
の
レ
ベ
ル
と
関
わ
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
に

他
な
ら
な
い
。

人
間
が
い
な
い
世
界
で
あ
る
た
め
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
を
起
動
さ
せ
て
い
る
が
、
本
来
は
、
起
動
し
た
人
間
が
そ
の
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
に
名
前
を
付
け
て
使
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
「
私
に
名
前
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
」

　

彼
に
提
案
し
た
。
テ
ー
ブ
ル
に
肘
を
つ
い
て
彼
は
し
ば
ら
く
窓

の
外
を
見
つ
め
て
い
た
。
庭
の
地
面
を
覆
っ
て
い
る
芝
生
の
上
を

蝶
が
飛
ん
で
い
た
。

　
「
必
要
な
い
だ
ろ
う
」

動
物
と
違
い
外
見
が
人
間
に
似
て
い
て
、
名
前
（
固
有
名
（
を
与
え
ら

れ
る
だ
け
で
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
人
間
た
り
え
な
い
。
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
に
名
を
付
け
た
と
し
て
も
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
唯
一
無
二
の
存
在
（
固

有
名
詞
（
で
あ
る
以
上
に
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
（
一
般
名
詞
（
と
し
て
見
ら
れ

る
か
ら
だ
。
人
は
、
人
間
（
一
般
名
詞
（
で
あ
る
以
上
に
、
か
け
が
え
の

な
い
存
在
（
固
有
名
詞
（
と
し
て
見
ら
れ
る
。
私
た
ち
人
間
は
相
互
に
、

他
な
ら
ぬ
こ
の
人
た
ら
し
め
合
っ
て
生
活
し
て
い
る
。
例
え
ば
私
た
ち

が
店
で
買
い
物
を
す
る
時
、
客
と
店
員
、
お
互
い
に
相
手
の
名
を
知
ら

な
く
て
も
、
お
互
い
相
手
を
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
接
し
て
い
る
。

相
手
を
客
（
一
般
名
詞
（
と
し
て
、
店
員
（
一
般
名
詞
（
と
し
て
接
す
る
そ

の
根
底
に
は
、
常
に
固
有
性
の
意
識
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
人
間
の
人

間
た
る
ゆ
え
ん
は
、
外
見
的
な
特
徴
や
感
情
等
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

固
有
性
の
意
識
に
あ
る
。
私
た
ち
が
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
固
有
名
以
上
に

本
質
的
に
一
般
名
詞
の
レ
ベ
ル
で
見
て
し
ま
う
の
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

が
私
た
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
見
ず
、
人
間
（
一
般
名

詞
（
と
し
て
見
て
い
る
か
ら
だ
。
事
実
、
本
作
の
「
私
」
は
「
彼
」
を

名
前
（
固
有
名
（
で
一
度
も
呼
ん
で
い
な
い
。
対
象
を
他
な
ら
ぬ
こ
れ
た
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ら
し
め
る
（
＝
名
前
を
付
け
る
（
こ
と
が
で
き
な
い
相
手
（
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
（

を
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在
と
し
て
、
誰
も
見
よ
う
と
は
し
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
作
の
よ
う
に
、
男
女
の
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
一
体

ず
つ
し
か
存
在
し
な
い
状
況
と
な
る
と
、
話
は
違
っ
て
く
る
。
ア
ン
ド

ロ
イ
ド
た
ち
に
お
互
い
に
唯
一
無
二
の
存
在
た
ら
し
め
る
力
が
無
く
と

も
、
状
況
が
お
互
い
を
か
け
が
え
の
な
い
存
在
た
ら
し
め
て
く
れ
る
か

ら
だ
。
小
説
の
最
後
の
方
、「
少
な
く
と
も
私
に
は
彼
が
人
間
だ
ろ
う
と

そ
う
で
な
か
ろ
う
と
違
い
は
な
か
っ
た
。」
と
「
私
」
は
思
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、「
私
」
が
「
彼
」
を
人
間
や
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
と
い
う
一
般

名
詞
の
レ
ベ
ル
で
で
は
な
く
、
取
り
か
え
の
き
か
な
い
対
象
と
し
て
見

て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
対
象
を
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
接
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
人
間
だ
と
す
れ
ば
、
状
況
に
よ
り
、「
私
」
と

「
彼
」
は
お
互
い
に
人
間
に
し
合
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
小

説
の
最
初
、「
彼
」
が
「
私
」
に
対
し
「
き
み
を
作
っ
た
人
間
だ
」
と

言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
意
味
で
間
違
っ
て
い
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
人
間
と
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
差
は
、
芸
術
作
品
を
作

り
出
せ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
も
あ
る
と
い
う
。「
私
」
を
人
間
と
言
え

る
と
す
れ
ば
、
彼
女
は
芸
術
作
品
を
創
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
作
の
タ
イ
ト
ル
は
「
陽
だ
ま
り
の
詩シ

」
で
あ
る
。
詩
に
つ
い
て
、

本
作
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

地
下
で
目
覚
め
、
は
じ
め
て
外
へ
出
た
と
き
、
白
く
な
っ
た
視

界
と
体
表
面
の
温
度
で
し
か
太
陽
を
理
解
し
な
か
っ
た
。
し
か
し

今
の
私
が
思
う
太
陽
は
も
っ
と
深
い
意
味
を
持
ち
、
た
ぶ
ん
詩
の

世
界
で
し
か
表
現
で
き
な
い
、
心
の
内
側
と
密
接
に
結
び
つ
い
た

も
の
に
な
っ
て
い
た
。

　

風
さ
え
も
飾
り
を
揺
ら
し
て
音
楽
を
作
る
。
し
か
し
私
は
何
も

生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
そ
れ
が
残
念
だ
っ
た
。
会
話

の
中
で
詩
の
よ
う
な
表
現
を
使
っ
た
り
嘘
を
つ
い
た
り
す
る
こ
と

は
で
き
た
。
し
か
し
私
に
で
き
る
創
造
は
せ
い
ぜ
い
そ
れ
だ
け
だ
。

対
象
を
愛
す
る
心
を
表
現
し
た
も
の
が
詩
。
そ
し
て
「
私
」
に
も
詩

的
な
表
現
を
使
っ
た
り
、
嘘
を
つ
い
た
り
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
い
う
。

「
私
」
が
「
彼
」
に
つ
い
た
嘘
に
関
し
て
は
、
兎
の
歯
形
の
つ
い
た
野
菜

の
一
件
な
ど
が
あ
る
。「
彼
」
も
「
私
」
に
「
五
十
歳
に
近
い
」
な
ど
と

嘘
を
つ
い
て
い
る
。
詩
的
表
現
と
嘘
は
、
現
実
を
何
ら
か
の
形
で
認
識

し
た
上
で
、
そ
こ
か
ら
ず
れ
た
表
現
を
意
図
的
に
使
う
点
で
共
通
し
て

い
る
。

本
作
に
お
け
る
詩
的
表
現
に
つ
い
て
は
、
兎
の
死
を
「
私
の
腕
の
間

か
ら
体
温
が
流
れ
落
ち
て
い
く
よ
う
だ
っ
た
。」
と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ

や
、「
彼
」
の
死
後
に
「
布
団
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
土
を
載
せ
よ
う
」
と
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思
う
と
こ
ろ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
後
者
に
関
し
て
、
土
に
つ

い
て
は
「
載
せ
る
」
以
外
に
も
「
か
ぶ
せ
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
土
を
載
せ
る
こ
と
を
「
布
団
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
」
と
譬
え
て

い
る
の
は
、
か
ぶ
せ
る
と
い
う
動
詞
を
軸
に
、
目
的
語
を
土
か
ら
布
団

へ
と
ず
ら
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
死
は
永
遠
の
眠
り
と
も
言
う

が
、
布
団
は
眠
り
と
も
関
係
の
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

無
論
、
詩
的
な
表
現
は
表
現
で
あ
っ
て
詩
で
は
な
い
。
詩
と
呼
ぶ
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
な
り
の
分
量
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
次
の
一

節
な
ど
は
詩
と
は
呼
べ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

感
謝
と
恨
み
を
同
時
に
抱
い
て
い
る
な
ん
て
、
お
か
し
い
で
し
ょ

う
か
。
で
も
、
私
は
思
う
の
で
す
。
き
っ
と
、
み
ん
な
そ
う
な
の

だ
と
。
ず
っ
と
以
前
に
い
な
く
な
っ
た
人
間
の
子
た
ち
も
、
親
に

は
似
た
よ
う
な
矛
盾
を
抱
え
て
生
き
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
愛
と
死
を
学
び
な
が
ら
育
ち
、
世
界
の
陽
だ
ま
り
と
暗
い

陰
を
行
き
来
し
な
が
ら
生
き
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
し
て
子
供
た
ち
は
成
長
し
、
今
度
は
自
分
が
新
た
な
命
を
こ

の
世
界
に
創
造
す
る
と
い
う
業
を
、
背
負
っ
て
い
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

　

あ
の
丘
の
、
あ
な
た
の
伯
父
が
眠
る
隣
に
、
私
は
穴
を
掘
り
ま

す
。
そ
し
て
あ
な
た
を
寝
か
せ
て
、
布
団
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
土

を
載
せ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
木
で
作
っ
た
十
字
架
を
立
て
て
、
井

戸
の
そ
ば
に
咲
い
て
い
た
草
花
を
植
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。
毎
朝
、

あ
な
た
に
挨
拶
を
し
に
行
く
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
夕
方
に
は
、
一

日
に
何
が
あ
っ
た
の
か
を
報
告
し
に
行
き
ま
す
。

先
に
挙
げ
た
「
布
団
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
」
は
、
こ
の
一
節
の
最
後

の
段
落
に
あ
る
。
表
現
に
関
す
る
ず
れ
が
詩
の
目
印
に
な
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
一
節
に
は
目
印
が
二
つ
あ
る
。「
布
団
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
」
に
加

え
、
文
末
表
現
が
他
の
地
の
文
と
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
地
の

文
で
は
敬
語
表
現
は
使
わ
れ
て
い
な
い

（
注
３
（が

、
こ
の
一
節
の
文
末
表
現
は

全
て
丁
寧
語
で
あ
る
。
ま
た
、
対
象
へ
の
愛
の
表
現
が
詩
の
要
素
と
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
一
節
は
死
に
ゆ
く
「
彼
」
へ
の
愛
を
語
っ
て
い
る
。

「
私
」
た
ち
は
名
前
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
タ
イ
ト
ル
は
付

け
得
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
一
節
は
「
私
」
か
ら
「
彼
」
へ
捧
げ
ら

れ
た
詩
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、「
私
」
た

ち
は
絵
や
音
楽
は
創
れ
な
い
が
、
詩
と
い
う
芸
術
作
品
は
生
み
出
せ
る

こ
と
に
な
る
。

芸
術
作
品
を
創
作
で
き
、
お
互
い
に
固
有
名
詞
の
レ
ベ
ル
で
接
す
る

こ
と
が
で
き
る
「
私
」
や
「
彼
」
は
、「
彼
」
の
伯
父
同
様
、
人
間
だ
。

こ
れ
は
あ
る
い
は
穿
ち
過
ぎ
か
も
し
れ
な
い
が
、「
彼
」
の
伯
父
も
実
は

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
際
、
小
説
中
に
「
彼
」
の
名
前
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は
一
度
も
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
、
伯
父
も
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
あ
っ
た

た
め
、「
彼
」
に
名
前
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う
か

（
注
４
（。

だ
と
す
れ
ば
、
伯
父
が
自
ら
を
葬
ら
せ
る
た
め
に
「
彼
」

を
作
り
、「
彼
」
が
自
身
を
埋
葬
さ
せ
る
た
め
に
「
私
」
を
作
り
、「
私
」

も
や
が
て
死
が
近
付
く
と
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
＝
人
間
を
一
体
製
作
す
る
、

と
い
う
よ
う
に
、
延
々
と
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

私
も
、
自
分
が
死
ぬ
と
き
に
彼
と
同
じ
こ
と
を
す
る
可
能
性
が

あ
っ
た
。
設
計
図
や
部
品
、
工
具
な
ど
は
地
下
倉
庫
に
そ
ろ
っ
て

い
る
の
だ
。
ま
だ
そ
の
と
き
に
な
っ
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い

が
、
孤
独
に
耐
え
か
ね
た
と
き
、
寄
り
添
う
た
め
の
新
た
な
命
を

私
は
生
み
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
は
彼
を
許
す

こ
と
が
で
き
た
。

寿
命
が
尽
き
か
け
て
い
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
、
別
の
型
の
新
し
い
ア

ン
ド
ロ
イ
ド
を
一
体
作
る
、
そ
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
人
と
し
て
人
に

葬
ら
れ
る
た
め
に
も
、
作
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
必
ず
一
体
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
一
対
一
の
状
況
が
繰
り
返
し
生
ま
れ
、
彼
ら
は
人
間
と
し

て
葬
ら
れ
、
人
間
と
し
て
葬
り
続
け
る
こ
と
に
な
る
。「
彼
」
は
死
の
一

週
間
前
、
二
百
年
前
に
亡
く
な
っ
た
伯
父
と
の
思
い
出
を
「
私
」
に
語

る
。

　

彼
は
伯
父
の
話
を
し
た
。
伯
父
と
い
っ
し
ょ
に
ト
ラ
ッ
ク
で
廃

墟
の
中
を
進
ん
だ
こ
と
や
、
廃
墟
の
町
か
ら
ま
だ
使
え
そ
う
な
も

の
を
運
ん
で
き
た
と
き
の
こ
と
な
ど
の
話
だ
っ
た
。

　

彼
は
頷
い
て
ま
た
伯
父
の
話
に
戻
っ
た
。
伯
父
と
い
っ
し
ょ
に

何
週
間
も
廃
墟
の
町
を
探
索
し
た
と
き
の
思
い
出
だ
っ
た
。

　

彼
が
深
く
伯
父
を
愛
し
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
。
だ
か
ら
そ
の

隣
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
た
め
に
私

は
作
ら
れ
た
。
人
間
の
『
死
』
を
看
取
る
た
め
に
。

伯
父
が
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
彼
」
に
と
っ
て
伯
父
が

か
け
が
え
の
な
い
存
在
、
人
間
で
あ
る
の
は
、
同
じ
く
状
況
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
ち
な
み
に
伯
父
の
名
も
本
文
に
は
一
切
出
て
こ
な
い
。

本
文
に
は
、「
愛
と
死
は
別
の
も
の
で
は
な
く
同
じ
も
の
の
表
と
裏

だ
っ
た
。」
と
い
う
一
文
が
あ
る
。
本
作
の
タ
イ
ト
ル
は
「
陽
だ
ま
り
の

詩シ

」
と
、「
シ
」
と
い
う
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
。
死シ

は
愛
と
同
じ
で
あ

り
、
愛
を
表
し
た
も
の
が
詩シ

で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
作
者
は
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
た
ち
を
、
壊
れ
る
で
は
な
く
一
回
限
り
の
死シ

を
む
か
え
る
存

在
と
し
て
、
人
間
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
作
者
の

意
図
と
い
う
レ
ベ
ル
で
考
え
て
も
、「
私
」
た
ち
を
人
間
と
す
る
の
は
妥

当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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お
互
い
に
唯
一
無
二
の
存
在
と
し
て
接
し
合
う
の
が
人
間
だ
と
す
れ

ば
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
も
状
況
に
よ
っ
て
は
人
間
で
あ
る
。
状
況
次
第
で

人
間
と
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
間
の
決
定
的
な
溝
は
跳
び
越
え
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
の
が
、
本
作
に
固
有
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
考
え
る
。

四　
状
況
と
い
う
視
点

大
橋
洋
一
『
新
文
学
入
門
』（
平
成
七
年
八
月　

岩
波
書
店
（
の
「
第
四
講　

読
者
の
運
命
―
受
容
理
論
」
の
冒
頭
で
、
二
つ
の
俳
句
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
二
つ
の
俳
句
を
丁
寧
に
解
釈
し
た
後
で
、
大
橋
氏
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
皆
さ
ん
を
騙
そ
う
と
す
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
こ
と
を
明
言
し
た
上
で
、
お
話
し
す
れ
ば
、
じ
つ
は
こ
の
ふ
た

つ
の
俳
句
は
黒
崎
政
男
著
『
哲
学
者
は
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
夢
を
見

た
か
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
俳
句
な
の
で
す
。

つ
ま
り
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
つ
く
っ
た
俳
句
で
す
。
比
較
的
簡
単

な
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
俳
句
が
で
き
る
ら
し
い
の
で

す
。（
略
（
こ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
俳
句
と
の
遭
遇
を
と
お
し
て
、

わ
た
し
た
ち
読
者
が
、
文
学
テ
ク
ス
ト
に
接
す
る
と
き
に
何
が
起

こ
る
か
が
明
瞭
に
み
て
と
れ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

　

こ
の
ふ
た
つ
の
俳
句
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
俳
句
で
あ
る
こ
と
を

最
初
隠
し
て
お
い
た
の
は
、
皆
さ
ん
を
驚
か
せ
る
と
い
う
茶
目
っ

気
を
発
揮
し
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
（
略
（
け
れ
ど
も
、
そ

れ
以
上
に
、
人
間
で
は
な
く
機
械
が
作
っ
た
も
の
を
も
鑑
賞
で
き

る
可
能
性
を
、
た
し
か
め
て
み
た
か
っ
た
。
最
初
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
俳
句
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
と
、
た
と
え
ば
、
な
る
ほ
ど
こ
れ

は
俳
句
の
体
裁
を
い
ち
お
う
整
え
て
い
る
が
、
心
が
な
い
と
か
、

情
緒
が
薄
っ
ぺ
ら
だ
と
か
、
イ
メ
ー
ジ
が
ゆ
が
ん
で
い
る
と
い
っ

た
よ
う
な
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
否
定
的
な
意
見
が
で
て
き
そ
う
で
、

か
ん
じ
ん
の
俳
句
の
読
み
の
プ
ロ
セ
ス
が
か
え
り
み
ら
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。（
略
（

　

た
と
え
ば
機
械
で
は
な
く
人
間
が
つ
く
っ
た
俳
句
に
も
、
心
が

な
く
情
緒
が
薄
っ
ぺ
ら
な
も
の
は
、
や
ま
の
よ
う
に
あ
る
の
に
、

そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
俳
句
と
は
呼
び
ま
せ
ん
（
略
（。
逆
に
、

ど
ん
な
俳
句
も
そ
れ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
俳
句
だ
と
わ
か
っ
た
瞬

間
に
読
む
気
が
し
な
く
な
る
人
が
、
す
べ
て
と
は
い
わ
な
く
と
も

多
い
―
こ
こ
で
い
う
読
む
と
は
、
精
密
な
読
解
や
解
釈
も
ふ
く

み
ま
す
。

俳
句
は
最
も
短
い
詩
だ
と
す
れ
ば
、
本
作
が
発
表
さ
れ
た
当
時
、
す

で
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
芸
術
作
品
を
創
作
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
る
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程
度
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
訳
だ
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
俳
句
だ
と
分
か
る
と
読
む
気
が
し
な
く
な
る
人
が
い
る
、

と
い
う
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
は
心
が
な
い
か
ら

読
む
に
値
し
な
い
、
と
い
う
の
は
、
前
掲
の
『
哲
学
者
は
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
の
夢
を
見
た
か
』
の
言
葉
を
借
り
る
と
、「
知
能
と
い
う
も
の
は
あ
る

存
在
者
（
人
間
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
（
そ
の
も
の
に
内
属
し
て
い
る
性

質
」
だ
と
す
る
「
知
能
の
実
体
論
的
把
握
」
で
あ
る
。
近
年
は
こ
の
よ

う
な
実
体
論
的
把
握
へ
の
反
省
か
ら
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
人
間
（
観

察
者
（
と
の
関
係
性
に
お
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
知
能
や
心
に
つ
い

て
考
え
る
研
究
者
が
増
え
て
き
て
い
る
。
大
橋
氏
が
受
容
理
論
と
い
う
、

読
者
（
観
察
者
（
と
の
関
係
性
を
重
視
す
る
批
評
理
論
の
解
説
で
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
俳
句
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
と
無
縁
で
は

な
い
。
以
下
は
『
哲
学
者
は
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
夢
を
見
た
か
』
の
一
節

で
あ
る
。

（
略
（
大
澤
に
よ
れ
ば
「
心
は
、
他
者
と
と
も
に
世
界
に
内
属
す
る

者
に
対
し
て
の
み
存
在
す
る
」（
七
一
頁
（
の
で
あ
り
、「
機
械
に

お
い
て
心
が
成
立
し
て
い
な
い
」（
七
四
頁
（
こ
と
が
さ
し
あ
た
り

主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
「
機
械
が
心
を
も
つ
こ
と

を
阻
む
も
の
は
原
理
的
に
は
な
に
も
な
い
」（
同
（
点
も
大
澤
の
主

張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
心
を
持
つ
機
械
が
可
能
か
否
か
の
問
題
に

お
い
て
肝
要
な
の
は
、
そ
の
答
え
が
、「
人
間
が
自
己
自
身
に
対
し

て
抱
く
自
己
了
解
と
と
も
に
変
容
す
る
」（
同
（
点
で
あ
る
。

　
「
現
代
の
資
本
主
義
は
、
人
間
が
十
九
世
紀
に
確
立
し
た
特

殊
な
自
己
了
解
の
基
礎
を
切
り
く
ず
し
つ
つ
進
行
し
て
い
る
。

…
…
や
が
て
、
我
々
は
、
自
己
像
を
大
き
く
変
容
さ
せ
、
我
々

人
間
と
他
の
諸
存
在
者
と
の
区
別
を
本
質
的
な
も
の
と
み
な

す
こ
と
を
、
や
め
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
と
き
、

そ
の
こ
と
の
反
作
用
と
し
て
、
我
々
は
、
機
械
や
モ
ノ
を
心

あ
る
も
の
と
し
て
感
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。」（
七

四
頁
（

　

筆
者
は
大
澤
の
結
論
に
基
本
的
に
は
賛
成
し
た
い
と
思
う
。
こ

こ
に
は
心
の
「
関
係
論
的
把
握
」
の
重
要
な
側
面
が
言
い
表
さ
れ

て
い
る
。（
略
（

　

つ
ま
り
、「
思
考
す
る
機
械
は
可
能
か
」
と
い
う
問
い
は
、
例
え

ば
、
月
に
到
着
す
る
よ
う
な
ロ
ケ
ッ
ト
は
可
能
か
、
と
か
言
っ
た

純
粋
に
技
術
的
な
問
い
と
は
次
元
を
異
に
す
る
。
Ａ
Ｉ
問
題
は
、

人
間
と
は
な
に
か
と
い
う
問
い
を
不
可
避
的
に
巻
き
込
ま
ざ
る
を

得
な
い
よ
う
な
全
く
別
種
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
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最
後
に
、
人
工
知
能
問
題
に
対
し
て
、
筆
者
の
立
場
を
簡
単
に

述
べ
て
お
こ
う
。
と
い
っ
て
も
、
基
本
的
な
態
度
は
す
で
に
こ
れ

ま
で
の
叙
述
の
う
ち
で
表
明
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、

「
機
械
は
心
を
も
ち
得
る
か
」
と
い
う
問
い
にyes/no

で
答
え
る

こ
と
が
、
人
工
知
能
問
題
の
最
終
目
的
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え

る
の
は
正
し
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
明
ら
か
に
し
て
お
き

た
い
。

　

な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
人
工
知
能
問
題
と
い

う
の
は
、
純
粋
に
技
術
的
な
問
題
、
例
え
ば
、
有
人
火
星
ロ
ケ
ッ

ト
は
可
能
か
、
な
ど
と
い
っ
た
た
ぐ
い
の
、
い
わ
ば
客
観
の
側
だ

け
で
一
応
話
が
済
む
問
題
と
は
異
な
り
、
ど
う
し
て
も
観
察
者
の

側
の
問
題
が
不
可
避
的
に
条
件
と
し
て
絡
ま
ざ
る
を
え
な
い
問
題

だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う

に
、「
知
能
の
関
係
論
把
握
」
の
視
点
が
人
工
知
能
問
題
で
は
少
な

く
と
も
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
言
い
替
え
で
あ

る
。

機
械
に
心
は
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
機
械
だ
け

を
見
て
い
て
も
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
観
察
者
た
る
人
間
と
の
関
係

性
を
視
野
に
入
れ
、
本
質
論
を
排
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
黒
崎
氏

の
主
張
は
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、『
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は

人
間
に
な
れ
る
か
』（
前
掲
（
に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

演
技
を
す
る
ロ
ボ
ッ
ト
の
な
か
に
、
心
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
あ
る

の
で
は
な
い
。
心
と
は
、
他
者
と
の
関
係
性
の
な
か
で
「
感
じ
ら

れ
る
」
も
の
だ
。
心
は
、
見
る
者
の
想
像
の
な
か
に
あ
る
。
見
る

側
の
想
像
を
ど
れ
だ
け
豊
か
に
す
る
か
が
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
心
が
あ

る
と
思
わ
せ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
だ
。
そ
れ
が
、
こ
れ
か
ら

の
ロ
ボ
ッ
ト
が
ひ
と
と
か
か
わ
れ
る
か
ど
う
か
を
左
右
す
る
。

 

（「
第
２
章　

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
演
劇
」（

　

ひ
と
は
、
他
人
の
内
面
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
者
の
振

る
舞
い
か
ら
、
抱
い
て
い
る
感
情
を
想
像
す
る
だ
け
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
し
て
あ
る
特
定
の
振
る
舞
い
方
を

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
の
動
作
を
見
た
人

間
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
が
あ
る
特
定
の
感
情
を
抱
い
て
い
る
か
の
よ
う

に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
で
あ
れ
ロ
ボ
ッ
ト
で
あ
れ
、

う
つ
む
い
て
暗
い
声
を
出
せ
ば
悲
し
み
の
サ
イ
ン
と
し
て
、
バ
ン

ザ
イ
す
れ
ば
喜
ん
で
い
る
サ
イ
ン
と
し
て
受
け
と
る
の
だ
。

　

感
情
は
、
も
っ
と
も
単
純
な
情
報
通
信
手
段
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
感
情
表
現
を
実
装
さ
せ
る
こ
と
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
に
対
し
て
人

間
ら
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
た
め
の
カ
ギ
と
な
る
。
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僕
ら
は
す
で
に
、
女
性
型
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
ジ
ェ
ミ
ノ
イ
ド
Ｆ

に
、
相
手
の
言
っ
た
こ
と
が
分
か
ら
な
い
と
き
に
は
機
械
の
よ
う

に
「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
端
的
に
返
す
の
で
は
な
く
、「
い
や
私
、

わ
か
ら
へ
ん
わ
そ
れ
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
、
よ
り
感
情
を
込

め
て
返
答
を
す
る
よ
う
に
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
し
て
い
る
。
こ
う
す
る

だ
け
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
能
力
的
な
限
界
に
よ
っ
て
答
え
ら
れ

な
い
の
で
は
な
く
、
答
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
あ
た
か
も
反
省
し
て

い
る
よ
う
に
、
人
間
ら
し
く
聞
こ
え
る
。（
略
（

　

と
く
に
感
情
を
も
っ
と
も
よ
く
表
す
の
は
、
表
情
で
あ
る
。
人

は
、
表
情
か
ら
相
手
の
感
情
を
読
み
取
る
。
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
の
表

情
と
人
間
の
表
情
、
ど
ち
ら
が
豊
か
な
の
か
。
人
間
は
二
〇
本
か

ら
三
〇
本
の
筋
肉
を
使
っ
て
、
非
常
に
複
雑
な
表
情
を
作
る
。
し

か
し
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
、
必
要
で
あ
れ
ば
三
〇
本
だ
ろ
う
と
四
〇

本
だ
ろ
う
と
、
人
間
以
上
の
筋
肉
を
顔
に
取
り
付
け
、
人
間
以
上

に
エ
レ
ガ
ン
ト
に
、
豊
か
な
表
情
を
再
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
の

だ
。 

（「
第
４
章　

美
人
す
ぎ
る
ロ
ボ
ッ
ト
」（

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
に
心
が
あ
る
か
否
か
、
言
い
換
え
れ
ば
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
を
人
間
と
思
え
る
か
否
か
は
、
見
る
人
と
の
関
係
に
お
い
て
決
ま
る
。

そ
し
て
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
を
人
間
の
よ
う
に
見
せ
る
上
で
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
の
は
感
情
表
現
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
気
に
な
る
の
は
、「
感
情
を
抱
い
て
い
る
か
の
よ

う
に
」、「
人
間
ら
し
さ
」、「
人
間
ら
し
く
」
な
ど
の
表
現
で
あ
る
。「
人

間
以
上
に
エ
レ
ガ
ン
ト
に
、
豊
か
な
表
情
を
再
現
」
で
き
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、「
ら
し
さ
」
が
消
え
る
こ
と
が
な
い
と
す
れ
ば
、
関
係
性
や
感

情
表
現
以
外
の
何
か
が
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
た
め
に
は
不
可
欠
な
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

本
作
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
が
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
（
一
般
名
詞
（
で
な
く
な
る
に
は
、
相
互
に
相
手
を
か
け
が
え

の
な
い
存
在
と
み
な
し
て
接
す
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
関
係
論
的
な
把
握
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
ア
ン
ド
ロ
イ
ド

が
男
女
一
体
ず
つ
し
か
存
在
し
な
い
よ
う
な
状
況
で
は
、
必
然
的
に
、

相
互
に
固
有
名
詞
の
レ
ベ
ル
で
接
す
る
こ
と
に
な
る
。
お
互
い
に
唯
一

無
二
の
存
在
と
し
て
接
し
合
え
る
の
が
人
間
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う

な
状
況
に
あ
る
ア
ン
ド
ロ
イ
ド
は
人
間
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ン

ド
ロ
イ
ド
を
人
間
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
に
関
し
て
は
、

固
有
名
詞
と
い
う
視
点
、
状
況
と
い
う
視
点
も
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ

て
く
れ
る
点
に
、
本
作
の
個
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

注

注
1　

以
下
、「
陽
だ
ま
り
の
詩シ

」
本
文
の
引
用
は
乙
一
『
Ｚ
Ｏ
Ｏ
１
』（
平
成
十

八
年
五
月　

集
英
社
（
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
中
の
傍
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線
は
全
て
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。

注
2　

第
六
十
九
刷
改
版
、
関
根
正
雄
訳
、
平
成
十
一
年
六
月
、
岩
波
書
店
。

注
（　

例
外
的
に
、「
な
ぜ
作
っ
た
の
で
す
か
。」（p 1（（

（
と
い
う
一
文
が
あ
る
。

注
（　
「
彼
」
の
名
前
が
出
て
こ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
伯
父
が
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
「
私
」
た
ち
ア
ン
ド
ロ
イ

ド
が
相
手
（
主
に
人
間
（
に
対
し
、
固
有
名
詞
の
レ
ベ
ル
で
接
し
な
い
こ

と
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
こ
う
ち　

し
げ
お
・
北
九
州
市
立
大
学
文
学
部
准
教
授
（




