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は
じ
め
に
 

 

「
幽
霊
塔
」
は
、
江
戸
川
乱
歩
に
よ
る
探
偵
小
説
で
、
一
九
三
七
（
昭
和
十

二
）
年
一
月
か
ら
一
九
三
八
（
昭
和
十
三
）
年
四
月
ま
で
『
講
談
倶
楽
部
』
に

連
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
黒
岩
涙
香
の
翻
案
小
説
「
幽
霊
塔
」（『

萬
朝
報
』
に

一
八
九
九
（
明
治
三
十
二
）
年
八
月
十
日
か
ら
一
八
九
〇
（
明
治
三
十
三
）
年

三
月
九
日
ま
で
連
載
）
を
も
と
に
乱
歩
が
リ
ラ
イ
ト
し
た
も
の
で
あ
る
。
乱
歩

は
、

連
載
が

始
ま
る

前
の
号
に

載
せ

た
「

幽
霊
塔

の
予
告
文

一」
の

な
か

で
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

 

『
白
髪
鬼
』
も
『
幽
霊
塔
』
も
、
黒
岩
涙
香
の
名
訳
が
あ
り
、
世
に
知
ら

れ
て
ゐ
る
も
の
で
す
が
、
文
章
が
古
風
で
、
年
少
の
方
々
や
御
婦
人
方
に

は
や
や
親
し
み
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、本

誌
の
読
者
諸
君
の
な
か
に
は
、

涙
香
の
作
品
を
読
ん
で
ゐ
な
い
方
も
多
い
こ
と
と
考
へ
ま
す
。

 

 
 
 
そ
こ
で
、私

は
嘗
て
の『

白
髪
鬼
』の

場
合
と
同
じ
や
う
に『

幽
霊
塔
』

を
現
代
の
文
章
に
書
き
改
め
、
又
筋
の
上
に
も
私
流
の
変
化
を
加
へ
て
、

謂
は
ゞ
私
の
『
幽
霊
塔
』
を
書
い
て
見
や
う
と
す
る
訳
で
す
。（

中
略
）

 

御
承
知
の
如
く
、『
幽
霊
塔
』は

本
格
の
探
偵
小
説
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

外
国
に
か
う
い
ふ
種
類
の
小
説
が
初
ま
つ
て
以
来
の
、
夥
し
い
作
品
の
中

で
、
通
俗
的
な
面
白
さ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
比
類
が
な
い
程
ヅ
バ
抜
け
た
小

説
で
す
。想

像
も
及
ば
な
い
奇
怪
な
着
想
、魂

も
し
び
れ
る
や
う
な
恐
怖
、

不
思
議
に
次
ぐ
不
思
議
の
筋
の
変
化
、
私
は
こ
の
小
説
を
始
め
て
読
ん
だ

時
の
、夜

の
目
も
寝
ら
れ
な
い
興
奮
を
今
に
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。

こ
れ
程
面
白
い
小
説
を
、
時
代
の
古
き
や
文
章
の
難
し
さ
の
為
に
、
埋
も

れ
さ
せ
て
置
く
の
は
本
当
に
惜
し
い
こ
と
だ
と
思
ひ
ま
す
。

 

 

乱
歩
が
涙
香
の
「
幽
霊
塔
」
に
対
し
て
か
な
り
愛
着
が
あ
っ
た
こ
と
、
こ
れ

か
ら
始
ま
る
、
自
ら
が
新
た
に
著
す
「
幽
霊
塔
」
に
対
し
て
の
意
気
込
み
が
感

じ
ら
れ
る
。「

通
俗
的
な
面
白
さ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
比
類
が
な
い
程
ヅ
バ
抜
け
」

て
い
る
「
幽
霊
塔
」
は
、
乱
歩
以
降
、
現
在
ま
で
様
々
な
作
品
や
作
家
に
そ
の

影
響
を
与
え
て
い
る
。

 

 
引
用
の
な
か
に「

黒
岩
涙
香
の
名
訳
」と

あ
っ
た
よ
う
に
、「

幽
霊
塔
」に

は
原
作
が
あ
る
。
こ
の
原
作
に
つ
い
て
涙
香
は
「
原
作
者
は
イ
ギ
リ
ス
の
ベ
ン
ジ

ス
ン
夫
人
で
、
原
題
名
は
ザ
・
フ
ァ
ン
ト
ム
タ
ワ
ー
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た

江
戸
川
乱
歩
「
幽
霊
塔
」
に
お
け
る
時
計
塔

　
　

 「
時
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が
、

小
森
健

太
朗

二が
指

摘
す
る

よ
う

に
、

そ
の
よ

う
な
著
者

も
著

作
も

現
存

し
て
い
な
い
。
涙
香
の
翻
案
小
説
は
、
連
載
途
中
に
何
度
か
他
の
新
聞
社
に
原

作
を
知
ら
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
後
の
展
開
と
あ
ら
す
じ
を
掲
載
さ
れ
て
連
載
中

止
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
避
け
る
た
め
に
、
原
作
を
伏
せ

た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
。こ

の
た
め
、原

作
の
特
定
は
困
難
を
極
め
た
。

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
一
世
紀
、
紆
余
曲
折
を
経
て
「
幽
霊
塔
」
の
原
作
は
一
八
九

八
（
明
治
三
十
一
）
年
に
発
表
さ
れ
た
ア
リ
ス
・
マ
リ
エ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス

ン
三の

『
灰
色
の
女
』
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

四。
 

 
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
ン
の
原
作
、
涙
香
版
、
乱
歩
版
で
多
少
の
違
い
は
あ
る
が
、

基
本
的
に
物
語
の
筋
は
変
わ
ら
な
い
。「

幽
霊
塔
」の

あ
ら
す
じ
を
、以

下
、乱

歩
版
に
即
し
て
説
明
し
て
お
く
。
長
崎
の
片
田
舎
の
、
時
計
塔
の
あ
る
古
い
屋

敷
は
訳
あ
っ
て
「
幽
霊
塔
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
の
時
計
塔
を
建
て
た
大
富

豪
・
渡
海
屋
市
郎
兵
衛
と
、
そ
の
女
中
で
後
に
こ
の
屋
敷
の
持
ち
主
と
な
っ
た

長
田
鉄
が
、
こ
の
時
計
塔
で
悲
運
の
死
を
遂
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
ん
な
い
わ

く
つ
き
の
「
幽
霊
塔
」
を
買
い
取
っ
た
叔
父
・
児
玉
丈
太
郎
の
命
を
受
け
て
、

北
川
光
雄
は
幽
霊
塔
を
訪
れ
た
。そ

こ
で
、彼

は
時
計
塔
に
詳
し
い
謎
の
美
女
・

野
末
秋
子

と
出
会
う
。
そ
の
日
を
境
に
、
時
計
塔
で
不
可
解
な
事
件
が
次
々
と

起
こ
り
、
光
雄
と
秋
子
は
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
く
。
秋
子
を
救
う
た
め
に

奮
闘
す
る
光
雄
は
、
次
第
に
秋
子
の
謎
、
そ
し
て
時
計
塔
の
謎
へ
と
迫
っ
て
い

く
。

 

 
原
作
か
ら
乱
歩
版
ま
で
、
時
計
塔
が
物
語
の
舞
台
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な

い
。
乱
歩
が
「
想
像
も
及
ば
な
い
奇
怪
な
着
想
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
作
品
の

魅
力
の
核
と
な
っ
て
い
る
の
が
こ
の
時
計
塔
で
あ
る
。
作
中
で
時
計
塔
は
、
不

可
解
な
事
件
が
起
こ
り
、
そ
の
結
果
人
が
亡
く
な
る
場
所
、
そ
し
て
伝
説
の
財

宝
が
隠
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
舞
台
が
時
計
塔
な
の
だ

ろ
う
か
。
時
計
塔
が
舞
台
で
あ
る
こ
と
に
何
か
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
ま
で
の

先
行
研
究
で
は
、
翻
案
作
品
で
あ
る
こ
と
や
、
作
中
に
登
場
す
る
整

形
手
術
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
は
あ
る
が
、
時
計
塔
に
つ
い
て
は
注
目
さ

れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
時
計
塔
が
作
品
の
な
か
で
ど
う
描
か

れ
て
い
る
か
、
登
場
人
物
と
の
関
わ
り
な
ど
に
注
目
し
て
、
時
計
塔
が
こ
の
作

品
の
な
か
で
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

 

  
 
 
 
一
 
時
計
塔
の
文
字
盤
の
表
現
 

 

「
幽
霊
塔
」
の
物
語
の
舞
台
と
な
る
の
は
、
長
崎
の
片
田
舎
の
古
い
屋
敷
に

あ
る
い
わ
く
つ
き
の
古
い
時
計
塔
で
、
物
語
の
な
か
で
重
要
な
事
件
が
起
こ
る

場
所
が
こ
の
時
計
塔
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
時
計
塔
が
ど
う
描
か
れ
て
い
る

の
か
を
確
認
し
て
い
く
。

 

最
初
に
時
計
塔
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
作
品
の
冒
頭
、
物
語
の
導

入
部
分
で
あ
る
。「

そ
の
事
件
に
出
て
く
る
も
の
は
、美

し
い
女
の
幽
霊
ば
か
り

で
は
な
い
。
淋
し
い
山
の
中
に
、
ま
る
で
一
つ
目
の
巨
人
の
よ
う
に
そ
び
え
て

い
る

古
い
古

い
時

計
塔

が
あ
る

五」
と

あ
る

。
こ
こ

で
注
目
し

た
い

の
は

、
時

計
塔
を「

一
つ
目
」「

巨
人
」と

例
え
て
い
る
点
で
あ
る
。こ

の
あ
と
も
、何

度
か
同
じ
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
。

 

  
 
話
に
は
聞
い
て
い
た
が
、
見
る
の
は
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て

も
、
な
ん
と
い
う
不
思
議
な
建
物
で
あ
ろ
う
。
白
い
空
と
山
と
森
を
背
景

に
し
て
、
ヒ
ョ
イ
と
地
面
か
ら
飛
び
出
し
た
お
化
け
の
よ
う
な
、
無
気
味

な
夢
の
中
の
景
色
の
よ
う
な
、
古
風
な
時
計
塔
が
そ
こ
に
そ
び
え
て
い
る

の
だ
。

六
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こ
の
時
計
塔
は
、
大
富
豪
・
渡
海
屋
市
郎
兵
衛
が
自
ら
の
莫
大
な
財
宝
を
隠

す
た
め
に
建
て
た
も
の
で
あ
る
。
誰
に
も
財
宝
を
見
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
、

時
計
塔
の
地
下
に
迷
路
、
そ
れ
か
ら
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
秘
密
室
を
作
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
。渡

海
屋
は
あ
る
日
、そ

の
秘
密
室
に
財
宝
を
運
び
込
ん
だ
が
、

い
ざ
出
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
自
ら
が
作
っ
た
迷
路
に
迷
っ
て
出
ら
れ
な
く
な

っ
て
し
ま
っ
た
。
声
を
張
り
上
げ
て
助
け
を
呼
ん
だ
が
、
渡
海
屋
し
か
秘
密
室

へ
の
行
き
方
を
知
ら
な
い
の
で
誰
も
助
け
に
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
行
き
方

を
探
し
て
い
る
う
ち
に
、
渡
海
屋
は
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
一
件
を
き

っ
か
け
に
、
時
計
塔
は
「
幽
霊
塔
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
引
用
は
、

こ
の
い
わ
く
つ
き
の
幽
霊
塔
を
買
い
取
る
こ
と
に
し
た
叔
父
・
児
玉
丈
太
郎
の

命
を
受
け
て
、
主
人
公
の
北
川
光
雄
が
幽
霊
塔
を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
。
光
雄

は
時
計
塔
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。

 

  
 
そ
の
な
ん
と
も
形
容
で
き
な
い
奇
妙
な
建
物
の
、
三
階
の
屋
根
の
上
に
、

芝
居
小
屋
の
櫓
み
た
い
に
、
四
角
な
時
計
塔
が
乗
っ
か
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
大
き
な
白
い
文
字
板
が
、
一
つ
目
の
巨
人
の
よ
う
に
、
ギ
ョ
ロ
リ
と

こ
ち
ら
を
睨
み
つ
け
て
い
る
の
だ
。

七
 

  
幽
霊
塔
を
外
か
ら
見
終
わ
っ
た
光
雄
は
、
中
に
入
ろ
う
と
屋
敷
に
近
づ
き
な

が
ら
、
次
の
よ
う
に
思
う
。

 

  
 
ま
す
ま
す
雲
が
深
く
な
っ
た
薄
暗
い
空
を
背
景
に
、時

計
塔
の
一
つ
目
が
、

ギ
ョ
ロ
ッ
と
睨
ん
で
い
る
の
が
、気

に
か
か
っ
て
仕
方
な
い
。私

の
眼
は
、

見
ま
い
と
し
て
も
、
磁
石
で
引
き
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
計
の
文
字
板

を
見
上
げ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
文
字
板
を
見
て
い
る

と
、

思
わ

ず
ド

キ
ン

と
す

る
よ

う
な

妙
な

現
象

が
起

こ
っ

た
。

ほ
か

で
 
 
 
 

も
な
い
、
何
十
年
の
年
月
を
経
て
錆
び
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
の
時

計
の
針
が
、ま

る
で
生
あ
る
も
の
の
よ
う
に
グ
ル
グ
ル
と
廻
っ
た
の
だ
。

八
 

  
時
計
塔
は
繰
り
返
し「

一
つ
目
」「

巨
人
」「

お
化
け
」に

例
え
ら
れ
て
い
る
。

ど
れ
も
不
気
味
な
印
象
を
与
え
て
い
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
の
は
、

直
前
の
引
用
の
、
時
計
塔
の
「
一
つ
目
」
に
「
睨
ま
れ
て
い
る
」
よ
う
に
感
じ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
光
雄
に
は
、
時
計
塔
が
ま
る
で
生
き
て
い
る
よ

う
に
、
人
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

 

 
時
計
塔
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
た

め
に
、
次
は
も
と
に
な
っ
た
黒
岩
涙
香
の
「
幽
霊
塔
」
で
の
時
計
塔
に
つ
い
て

見
て
い
く
。

 

 
 

 
 
土
地
は
都
か
ら
四
十
里
を
隔
て
た
山
と
川
と
の
間
で
、
可
な
り
風
景
に
は

富
ん
で
居
る
が
、
何
し
ろ
一
方
な
ら
ぬ
荒
れ
様
だ
、
大
き
な
建
物
の
中
で

目
ぼ
し
い
の
は
其
の
玄
関
に
立
っ
て
居
る
古
塔
で
有
る
。
此
の
塔
が
英
国

で
時
計
台
の
元
祖
だ
と
云
う
事
で
、
塔
の
半
腹
、
地
か
ら
八
十
尺
も
上
の

辺
に
奇
妙
な
大
時
計
が
嵌
っ
て
居
て
、
元
は
此
の
時
計
が
村
中
の
人
へ
時

間
を
知
ら
せ
た
も
の
だ
。
塔
は
時
計
か
ら
上
に
猶
七
十
尺
も
高
く
聳
え
て

居
る
。夜

な
ど
に
此
の
塔
を
見
る
と
、大

き
な
化
物
の
立
っ
た
様
に
見
え
、

爾
し
て
其
の
時
計
が
丁
度
「
一
つ
目
」
の
様
に
輝
い
て
居
る
。
昼
見
て
も

随
分
物
凄
い
有
様
だ
。

九
 

  
 
余
が
下
検
査
の
為
此
の
土
地
へ
着
い
た
の
は
夏
の
末
の
日
暮
頃
で
有
っ
た
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が
、
先
ず
塔
の
前
へ
立
っ
て
見
上
げ
る
と
如
何
に
も
化
物
然
た
る
形
で
、

扨
は
夜
に
入
る
と
ア
ノ
時
計
が
、
目
の
玉
の
様
に
見
え
る
の
か
と
、
此
の

様
に
思
う
う
ち
、
不
思
議
や
其
の
時
計
の
長
短
二
本
の
針
が
グ
ル
グ
ル
と

自
然
に
廻
っ
た
。

一
〇

 

  
涙
香
版
で
、
乱
歩
版
で
引
用
し
た
部
分
に
該
当
す
る
の
は
、
以
上
の
二
か
所

で
あ
る
。
こ
こ
で
も
時
計
塔
を
「
一
つ
目
」「

目
の
玉
」「

化
物
」
と
表
現
し
て

い
る
。
最
後
に
、
原
作
の
『
灰
色
の
女
』
を
み
る
。

 

  
 
ア
ベ
イ
館
は
、
厳
め
し
い
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
奇
異
な
雰
囲
気
を
湛
え

た
建
物
だ
っ
た
。
真
っ
平
ら
な
正
面
部
分
が
川
に
対
し
て
四
十
五
度
く
ら

い
斜
め
に
建
て
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
や
、
壁
面
が
無
数
の
小
さ
な
窓
で
飾

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
樫
材
で
で
き
た
丈
の
低
い
薄
汚
い
扉
が
は
ま
っ

て
い
る
正
面
ゲ
ー
ト
の
ア
ー
チ
の
門
の
上
に
、
大
時
計
を
載
せ
た
時
計
塔

が
鎮
座
し
て
い
る
と
い
う
特
異
な
外
観
な
ど
が
、
館
に
そ
ん
な
感
じ
を
与

え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

一
一

 

  
 
突
然
、
視
界
の
端
で
何
か
が
動
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
急
い
で
そ
ち
ら

に
眼
を
や
る
と
、
驚
い
た
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
止
ま
っ
て
い
た
ま

ま
に
な
っ
て
い
た
は
ず
の
大
時
計
の
、
金
メ
ッ
キ
を
施
し
た
大
き
な
二
本

の
針
が
、
文
字
盤
の
上
を
す
る
す
る
と
動
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。

一
二

 

  
『
灰
色
の
女
』
で
は
、
時
計
塔
は
「
一
つ
目
」「

化
物
」
と
い
っ
た
表
現
は
さ

れ
て
い
な
い
。「

一
つ
目
」「

化
物
」
と
い
っ
た
表
現
が
み
ら
れ
る
の
は
、
涙
香

版
と
乱
歩
版
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
原
作
か
ら
涙
香
版
、
乱
歩
版
と
書
き
直

さ
れ
て
い
く
に
つ
れ
て
、
主
人
公
の
時
計
塔
に
対
す
る
感
じ
方
も
変
わ
っ
て
き

て
い
る
。
原
作
で
は
淡
々
と
時
計
塔
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
涙

香
版
で
は「

化
物
の
立
っ
た
よ
う
に
見
え
」て

き
て
、乱

歩
版
で
は
さ
ら
に「

時
計
塔
の
一
つ
目
」
に
「
睨
ま
れ
て
い
る
」
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
時
計
塔
に
対

し
て
感
じ
る
恐
怖
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
人
が
翻
案
す
る
際

に
、
時
計
塔
に
対
し
て
不
気
味
さ
や
恐
怖
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
が
加
わ
っ
て
い

る
と
い
う
の
は
興
味
深
い
。
原
作
と
日
本
で
の
翻
案
で
、
時
計
塔
の
表
現
に
違

い
が
あ
る
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
次
節
か
ら
近
代
の
日
本
で
時
計
塔
、
あ
る
い

は
時
間
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
踏
ま
え
て
考
察
し
て
い
く
。

 

  
 
 
 
一
―
一
 
時
計
塔
に
つ
い
て
 

 

明
治
初
期
の
日
本
は
、欧

米
諸
国
に
追
い
つ
こ
う
と
近
代
化
を
急
い
で
お
り
、

西
洋
の
様
々
な
制
度
を
取
り
入
れ
た
。
そ
の
な
か
で
も
早
い
時
期
に
取
り
入
れ

ら
れ
た
の
が
工
場
や
学
校
、
軍
隊
や
鉄
道
な
ど
で
あ
る
。
西
本
郁
子
は
こ
れ
ら

の
制
度
が
導
入
さ
れ
る
時
、
同
時
に
定
時
法
に
基
づ
い
た
時
間
規
律
も
導
入
さ

れ
、
時
計
塔
が
そ
の
敷
地
内
に
作
ら
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
西
洋
風
の
時
計

塔
が
最
初
に
作
ら
れ
た
の
は
、
一
八
六
八
（
明
治
元
）
年
、
横
須
賀
製
鉄
所
で

あ
る
。
東
京
で
最
初
の
時
計
塔
は
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
竹
橋
陣
営
に

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

一
三。

 

 
こ
の
竹
橋
陣
営
の
時
計
塔
に
関
し
て
、
西
本
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

  
 
 
時
計
塔
は
文
明
開
化
を
象
徴
す
る
。
し
か
し
、
時
計
塔
を
描
い
た
作
品

の
な
か
に
は
、
建
物
の
輪
郭
と
し
て
の
尖
塔
を
描
い
て
も
文
字
盤
ま
で
は

描
き
込
ん
で
い
な
い
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
井
上
安
治
の
錦
絵
「
竹
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橋
内
」
が
そ
う
し
た
作
品
で
あ
る
。
竹
橋
陣
営
の
時
計
塔
を
中
心
に
、
左

右
に
長
く
伸
び
た
兵
舎
を
で
き
る
か
ぎ
り
画
面
に
お
さ
め
よ
う
と
し
た
か

ら
だ
ろ
う
。
や
や
離
れ
た
位
置
か
ら
建
物
全
体
を
眺
め
て
い
る
。
そ
の
た

め
か
、
数
字
や
針
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
文
字
盤
の
部
分
は
単
な
る
円
で
し

か
な
い
。
丸
く
空
い
た
「
眼
」
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
ま
る
で
時
計
は
、

敷
地
内
の
す
べ
て
を
見
回
す
「
監
視
の
眼
」
の
よ
う
だ
。

 

 
 
 

そ
う
い
え
ば

、「
時
計
」
を
さ

す
英
語
に
は
ク

ロ
ッ
ク
（

c
l
o
c
k ）

の
ほ

か
に
も
う

ひ
と
つ
、

ウ
ォ
ッ
チ

（
w

a
t
c
h ）

が
あ

る
。
も
と

も
と
「

見
張

り
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。
文
字
盤
が
眼
と
化
し
た
塔
は
文
字
ど
お

り
時

計
塔

ク
ロ

ッ
ク
・

タ
ワ
ー（

c
l
o
c
k

 
t
o
w

e
r ）で

あ
る
だ
け
で
な
く
、物

見
ウ

ォ
ッ

チの ・
塔 タ
ワ

ー（
w

a
t
c
h

 

t
o
w

e
r ）

の
機
能
も
あ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（

中
略
）彼

の
絵
師
と
し
て
の
洞
察
が
建
物
の
性
質
を
み
ご
と
に
描
き
だ
し
た
。

軍
隊
と
い
う
、
そ
の
活
動
が
二
四
時
間
管
理
下
に
置
か
れ
る
制
度
に
あ
っ

て
は
、
ま
さ
に
時
間
が
眼
と
な
っ
て
一
人
ひ
と
り
の
行
動
を
絶
え
ず
高
み

か
ら
監
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

一
四

 

  
こ
こ
で
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る「

竹
橋
内
」で

も
、「

幽
霊
塔
」に

あ
っ
た
よ

う
に
、時

計
塔
の
文
字
盤
を「

眼
」だ

と
捉
え
て
描
か
れ
て
い
る
。こ

こ
で
は
、

時
計
塔
の
文
字
盤
は
単
な
る
「
眼
」
で
は
な
く
「
監
視
の
眼
」
だ
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
時
計
塔
は
、
そ
の
文
字
盤
が
表
す
「
時
間
が
眼
と
な
っ
て
一
人
ひ
と

り
の
行
動
を
絶
え
ず
高
み
か
ら
監
視
し
て
い
る
」。「

軍
隊
と
い
う
、
そ
の
活
動

が
二
四
時
間
管
理
下
に
置
か
れ
る
制
度
」
と
あ
っ
た
よ
う
に
、
何
時
に
何
を
す

る
か
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、
常
に
時
間
を
意
識
し
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
環
境
で
は
、
時
間
に
見
張
ら
れ
て
行
動
を
制
限
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

 

  
 
 
 
一
―
二
 
鉄
道
と
時
間
意
識
 

  
時
計
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
た
の
は
工
場
や
軍
隊
と
い
っ
た
公
の
施
設
だ
け
で

は
な
い
。
西
本
に
よ
れ
ば
、
文
明
開
化
を
象
徴
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

商
店
に
据
え
ら
れ
た
時
計
塔
が
市
民
に
親
し
ま
れ
て
い
た
。特

に
、「

外
神
田
の

大
時
計
」
こ
と
京
屋
時
計
店
本
店
の
時
計
塔
に
は
、
十
五
分
ご
と
に
鐘
を
鳴
ら

す
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
式
の
時
報
装
置
が
あ
り
人
気
が
あ
っ
た
。
時
報
が
鳴

る
間
隔
が
、
不
定
時
法
の
一
刻
（
約
二
時
間
）
ご
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
べ
る

と
、
十
五
分
ご
と
と
い
う
の
は
そ
の
八
分
の
一
に
ま
で
圧
縮
さ
れ
た
こ
と
に
な

る
。「
か
つ
て
な
い
精
緻
な
機
構
が
分
秒
の
細
か
い
単
位
で
時
を
刻
む
。（
中
略
）

機
械
時
計
の
あ
る
生
活
。
過
ぎ
ゆ
く
時
の
早
さ
は
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
身
に
し

み
」
て
、
人
々
は
分
と
い
う
細
か
い
単
位
の
時
間
を
感
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 

 
人
々
が
分
単
位
の
時
間
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
の
ひ
と
つ
に
は
、

橋
本

毅
彦

一
五が

指
摘

し
て

い
る

よ
う

に
鉄

道
の

発
達

が
大

き
く

関
係

し
て

い
る
。「

創
業
期
官
営
鉄
道
の
運
輸
面
で
の
最
大
の
課
題
は
、従

来
の
交
通
機
関
に

対
す
る
鉄
道
の
優
位
性
を
利
用
者
に
周
知
さ
せ
、
そ
の
信
用
を
い
か
に
獲
得
す

る
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。そ

の
た
め
に
は
ど
う
し
て
も
定
時
運
行
を
確
保
し
、

輸
送
の
迅
速
性
を
彼
ら
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
必
要

一
六」が

あ
っ
た
。こ

う
い
う
理

由
も
あ
り
、
鉄
道
は
定
時
運
行
を
目
標
に
し
て
努
力
し
て
い
た
。
列
車
が
定
時

に
駅
に
到
着
し
て
定
時
に
発
車
す
る
に
は
、
利
用
者
も
到
着
時
間
や
発
車
時
間

に
合
わ
せ
て
行
動
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
鉄
道
が
開
通
し
た
一
八
七
二

（
明
治
五
）
年
は
ま
だ
改
暦
で
定
時
法
に
移
行
す
る
前
だ
っ
た
。
人
々
は
不
定

時
法
で
生
活
し
て
お
り
、
時
間
通
り
に
行
動
す
る
と
い
う
習
慣
は
身
に
つ
い
て
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い
な
い
。
西
本
に
よ
る
と
利
用
者
に
定
時
法
の
時
間
を
意
識
さ
せ
て
鉄
道
を
利

用
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
鉄
道
寮
は
乗
車
す
る
者
は
遅
く
と
も
発
車
時
刻
の
十

五
分
前
に
駅
に
来
て
切
符
を
買
う
な
ど
手
都
合
は
す
ま
せ
て
お
く
こ
と
、
ま
た

発
車
時
刻
を
守
る
た
め
に
、
発
車
の
五
分
前
に
は
駅
の
戸
を
閉
め
る
と
い
う
注

意
書
き
を
出
し
て
い
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 

  
 
鉄
道
の
お
か
げ
で
、
時
計
や
時
間
が
妙
に
気
に
な
り
だ
し
た
。
明
治
の
人

た
ち
自
身
も
そ
の
こ
と
を
深
く
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
時
刻
の
正
確

さ
は
、
時
間
厳
守
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
時
計
と
鉄
道
と
を
結
び
つ
け
て

い
た
。

一
七

 

 

時
間
を
過
ぎ
た
ら
駅
に
入
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
少
し
で
も
駅
に
着
く
の
が

遅
れ
た
ら
列
車
に
は
乗
れ
な
い
。
こ
う
な
る
と
、
人
々
は
単
に
発
車
時
刻
だ
け

で
な
く
、
分
単
位
の
時
間
を
意
識
し
て
行
動
し
な
く
て
は
い
け
な
く
な
る
。
こ

う
し
て
、
人
々
の
時
間
意
識
は
変
わ
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

 

 
乱
歩
の
「
幽
霊
塔
」
に
も
何
度
か
、
主
人
公
が
列
車
に
乗
る
場
面
が
あ
る
。

そ
の
な
か
に
は
始
発
の
列
車
に
乗
る
た
め
に
駅
に
急
ぐ
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

主
人
公
は
発
車
時
刻
を
意
識
し
て
行
動
し
て
お
り
、
鉄
道
に
よ
る
時
間
意
識
の

変
化
が
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
。

 

 
時
計
塔
の
時
報
装
置
、
鉄
道
と
も
に
定
時
法
で
時
間
を
計
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
で
、
分
単
位
な
ど
細
か
い
時
間
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。
鉄

道
の
定
時
運
行
は
、「

時
間
厳
守
」で

の
運
行
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
出
来
る

だ
ろ
う
。
鉄
道
が
開
通
し
て
か
ら
は
、
鉄
道
の
時
間
は
定
時
法
で
、
普
段
の
生

活
は
不
定
時
法
で
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
の
時
間
制
度
が
存
在
し
て
い
た
。
し

か
し
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
「
時
の
記
念
日
」
が
制
定
さ
れ
、
普
段
の

生
活
で
も
「
時
間
厳
守
」
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

 

 
涙
香
の
「
幽
霊
塔
」
が
発
表
さ
れ
た
明
治
三
十
二
年
か
ら
、
乱
歩
の
「
幽
霊

塔
」
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
十
三
年
の
間
に
、
人
々
の
時
間
意
識
を
さ
ら
に
高
め

る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
、
こ
の
「
時
の
記
念
日
」
に
つ
い
て
、
次
節
で
み
て
い

く
こ
と
に
す
る
。

 

  
 
 
 
一
―
三
 
「
時
の
記
念
日
」
 

  
日
本
人
の
社
会
生
活
の
向
上
を
目
的
と
し
て
活
動
し
て
い
た
生
活
改
善
同
盟

会
が
、広

く
社
会
に
時
間
厳
守
の
習
慣
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
、「

時
の

記
念
日
」
の
設
定
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
か

ら
、
六
月
十
日
が
「
時
の
記
念
日
」
と
定
め
ら
れ
た
。

 

生
活
改
善
同
盟
会
が
「
時
の
記
念
日
」
に
行
っ
た
主
な
活
動
は
、
時
間
厳
守

や
定
時
励
行
を
訴
え
る
チ
ラ
シ
の
配
布
や
、
市
中
に
ク
ロ
ノ
メ
ー
タ
ー
を
持
ち

出
し
て
通
行
人
の
時
計
を
正
確
に
合
わ
せ
る
、
そ
れ
か
ら
寺
院
や
神

社
、
工
場

や
教
会
に
依
頼
し
て
十
二
時
に
一
斉
に
鐘
や
汽
笛
を
鳴
ら
す
、
な
ど
で
あ
る
。

他
に
も
「
時
の
講
話
」
と
題
し
て
時
間
に
関
す
る
講
演
会
を
行
い
、
時
間
に
関

す
る
詩
・
標
語
・
格
言
・
替
え
歌
な
ど
を
一
般
の
人
か
ら
募
集
し
た

一
八。

 

西
本
は
こ
の
生
活
改
善
同
盟
会
の
様
々
な
活
動
の
他
に
も
、
一
九
二
五
（
大

正
十
四
）
年
に
始
ま
っ
た
ラ
ジ
オ
放
送
に
よ
っ
て
、
人
々
は
よ
り
い
っ
そ
う
正

確
な
時
間
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ラ
ジ
オ
で
は
「
何

時
何
分
で
す
」
と
い
う
時
報
を
告
げ
る
前
に
、
十
秒
単
位
で
カ
ウ
ン
ト
を
し
て

い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
人
々
は
分
よ
り
さ
ら
に
細
か
い
秒
単
位
の
時
間
を
意
識

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ

し
て
一
九
三
〇
年
代
に
入
る
と
、こ

の
ラ
ジ
オ
で「

時
の
記
念
日
」
に
ち
な
ん
だ
歌

一
九が

放
送
さ
れ
て
い
る
。
乱
歩
が
「
幽
霊
塔
」
を
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発
表
す
る
少
し
前
に
、
さ
ら
に
時
間
意
識
が
変
わ
る
出
来
事
が
起
き
て
い
た
。

 

西
本
は
「
時
の
記
念
日
」
で
使
わ
れ
て
い
た
標
語
な
ど
を
い
く
つ
か
挙
げ
て

い
る
が
、
そ
の
中
に
は
「
時
は
金
な
り
」
に
似
て
い
る
も
の
が
多
い
。
松
江
市

生
活
改
善
同
盟
会
で
独
自
に
作
ら
れ
た
標
語
で
「
時
に
追
は
れ
ず
時
を
追
へ
、

時
と
金
と
は
活
か
し
て
使
へ
」、そ

れ
か
ら「

時
の
記
念
日
」の

た
め
に
作
ら
れ
、

滋
賀
県
神
崎
郡
で
配
ら
れ
た
ビ
ラ
に
載
っ
て
い
た「

時
の
宣
伝
歌
」に

は「
人
々

時
間
を
尊
べ
よ
／
時
は
金
な
り
黄
金
な
り
／
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
言
葉
に
も
／
時

は
命
の
元
な
り
と
」
と
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
ラ
ジ
オ
で
放
送

さ
れ
た
歌
の
な
か
に
は
「
金
よ
り
尊
い
時
間

二
〇」

と
題
し
た
も
の
が
あ
り
、
そ

の
な
か
で
「
金
よ
り
尊
い
宝
は
時
間
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

 

 
「
時
は
金
な
り
」
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
お
く
。
明
治
以
降
に
紹
介
さ
れ
た

「
時
は
金
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
で
は
「
時
間
は
お
金
の
よ
う
に
貴
重

な
も
の
」と

解
釈
さ
れ
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
西
本

二
一が

指
摘
し
て
い
る
。こ

の
「
時
間
は
貴
重
な
も
の
」
は
、
だ
か
ら
無
駄
に
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
考

え
に
繋
が
り
、
勤
勉
や
勤
労
を
奨
励
す
る
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。そ

し
て
栗
山
茂
久

二
二が

、鉄
道
の
定
刻
志
向
や
工
場
で
の
時
間
管
理
に
基

づ
く
労
働
管
理
な
ど
の
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
「
時
間
意
識
の
変
革
の
諸
相
に

は
、経

済
発
展
の
影
が
随
所
に
う
か
が
え
る
」と

指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
時
」

と
「
金
」
は
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。

 

「
時
の
記
念
日
」
の
標
語
に
多
く
「
時
は
金
な
り
」
と
似
た
表
現
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
時
間
厳
守
を
は
じ
め
と
し
て
時
間
の
大
切
さ
を
説
く
活
動
に
こ
の
言

葉
は
う
っ
て
つ
け
だ
っ
た
よ
う
だ
。

 

 
生
活
改
善
同
盟
会
が
こ
う
し
て
時
間
に
つ
い
て
熱
心
に
説
く
一
方
で
、
こ
れ

を
よ
く
思
わ
な
い
人
々
も
い
た
。

 

 

 
 
 
生
活
改
善
同
盟
会
が
熱
心
に
時
間
道
徳
を
説
き
、
街
頭
に
繰
り
出
し
て

は
人
び
と
が
も
つ
時
計
の
正
確
さ
を
確
か
め
て
回
る
一
方
で
、
時
間
厳
守

の
宣
伝
を
「
押
し
付
け
」
と
受
け
取
り
、
少
な
か
ら
ず
反
発
を
抱
い
て
い

た
人
た
ち
が
い
た
。
時
計
は
い
ら
な
い
、
遅
れ
る
、
壊
れ
る
、
と
い
っ
て

憚
ら
な
い
。
時
計
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
不
満
の
胸
の
う
ち
に
は
、
時
間

の
規
律
を
求
め
る
制
度
へ
の
不
信
が
渦
を
巻
い
て
い
た
。
時
間
に
象
徴
さ

れ
る
社
会
の
支
配
の
陰
を
み
て
と
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
時
計
の
性
能
を
端

か
ら
あ
て
に
し
な
い
の
は
、
誰
に
も
支
配
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
自
由
な
生

活
へ
の
希
求
が
あ
る
か
ら
だ
。

二
三

 

  
こ
う
し
た
「
時
間
の
規
律
を
求
め
る
制
度
」
へ
の
不
満
を
描
い
た
と
思
わ
れ

る
作
品
を
、
西
本
は
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
中
の
い
く
つ
か
を
こ
こ
で

は
も
う
少
し
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
一
九
二
一
（
大
正
一

〇
）
年
に
発
表
さ
れ
た
小
川
未
明
の
「
時
計
の
な
い
村

二
四」

で
あ
る
。

 

あ
ら
す
じ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
町
か
ら
遠
く
離
れ
た
あ
る
村
で
は
時
計

の
な
い
生
活
が
当
た
り
前
だ
っ
た
が
、
あ
る
日
、
村
の
金
持
ち
が
「
こ
の
文
明

の
世
の
中
に
、
時
計
を
用
い
な
く
て
は
話
に
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
」
時
計
を
買

っ
て
く
る
。
こ
の
金
持
ち
は
「
自
分
が
た
く
さ
ん
の
金
を
払
っ
て
、
時
計
を
求

め
る
こ
と
を
心
の
中
で
誇
り
と
」
し
た
。
そ
の
日
か
ら
「
村
の
も
の
た
ち
は
、

万
事
の
集
ま
り
や
、
約
束
の
時
間
を
、
こ
の
時
計
に
よ
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
思
っ
た
か
ら
」
で
あ
る
。
時
計
を
珍
し
が
っ
た
村
人
た
ち
は
、
連
日
こ
の

金
持
ち
の
家
を
訪
れ
た
。
こ
れ
を
妬
ん
だ
も
う
ひ
と
り
の
金
持
ち
も
時
計
を
買

っ
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
つ
の
時
計
に
は
三
〇
分
ほ
ど
ず
れ
が
あ
っ
た
。

ど
ち
ら
も
自
分

の
時
計
が
正
し
い
と
言
っ
て
譲
ら
な
い
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
時

計
の
時
間
を
信
じ
る
か
で
、村

人
た
ち
は
二
つ
に
分
か
れ
て
し
ま
う
。「

い
ま
ま
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で
、
平
和
で
あ
っ
た
村
が
、
時
計
の
た
め
に
、
二
つ
に
分
か
れ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
時
計
は
神
さ
ま
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
」。

し
ば
ら
く
し
て
、

ひ
と
つ
の
時
計
が
壊
れ
て
し
ま
う
。そ

の
時
計
が
正
し
い
と
信
じ
て
い
た
組
は
、

「
そ
の
日
か
ら
真
っ
暗
に
な
っ
た
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
時
間
と
い
う
も
の
が
わ

か
ら
な
く
」な

っ
て
し
ま
っ
た
。そ

し
て
も
う
一
方
の
時
計
も
壊
れ
て
し
ま
い
、

村
人
は
全
員
時
間
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
う
ち
村
人
た
ち
は
、

時
計
は
す
ぐ
壊
れ
る
、
信
用
な
ら
な
い
と
思
い
始
め
る
。
誰
か
の
「
時
計
が
あ

っ
た
っ
て
、
な
く
た
っ
て
、
こ
の
一
日
に
は
変
わ
り
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
」
の

一
言
で
、
村
は
以
前
の
、
太
陽
を
仰
い
で
時
を
知
る
生
活
に
戻
り
、
平
和
に
暮

ら
す
よ
う
に
な
る
。

 

 「
文
明
の
世
だ
か
ら
」と

時
計
で
時
間
を
見
て
生
活
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
、

肝
心
の
時
計
が
示
す
時
間
に
ず
れ
が
あ
っ
た
た
め
に
、
村
人
た
ち
は
「
正
し
い

時
間
を
表
し
て
い
る
の
は
ど
ち
ら
の
時
計
か
」
で
言
い
争
い
、
二
つ
に
分
か
れ

て
し
ま
っ
た
。
太
陽
の
動
き
で
だ
い
た
い
の
時
間
を
見
て
い
た
頃
よ
り
も
、
時

計
で
正
し
い
時
間
が
わ
か
る
状
態
に
な
っ
た
ほ
う
が
、
か
え
っ
て
村
人
た
ち
の

生
活
は
都
合
が
悪
く
な
っ
た
。

 

こ
の
作
品
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、「

時
の
記
念
日
」設

定
の
翌
年
、時

間
厳
守

を
は
じ
め
「
時
間
」
が
い
か
に
大
切
で
あ
る
か
に
つ
い
て
叫
ば
れ
始
め
た
頃
で

あ
る
と
西
本

二
五は

指
摘
し
て
い
る
。

 

 
も
う
ひ
と
つ
は
一
九
三
一（

昭
和
六
）年

に
発
表
さ
れ
た
萩
原
朔
太
郎
の「

時
計
を
見
る
狂
人
」
で
あ
る
。
以
下
、
作
品
の
全
文
で
あ
る
。

 

  
 
或
る
瘋
癲
病
院
の
部
屋
の
中
で
、
終
日
椅
子
の
上
に
坐
り
、
時
計
の
指
針

を
凝
視
し
て
ゐ
る
狂
人
が
居
た
。
お
そ
ら
く
世
界
の
中
で
、
最
も
退
屈
な

人
間
が
此
所
に
居
る
と
私
は
思
つ
た
。
と
こ
ろ
が
反
對
で
あ
り
、
院
長
は

次
の
や
う
に
話
し
て
く
れ
た
。「

こ
の
不
幸
な
人
は
、人

生
を
不
斷
の
活
動

と
考
え
て
ゐ
る
の
で
す
。
そ
れ
で
一
瞬
の
生
も
無
駄
に
せ
ず
、
貴
重
な
時

間
を
浪
費
す
ま
い
と
考
へ
、
あ
あ
し
て
毎
日
や
ツ
て
る
の
で
す
。
何
か
話

し
か

け
て

ご
覧

ん
な

さ
い

き
つ

と
腹

立
た

し
げ

に
怒

張
る

で
せ

う
。

黙
れ
！
い
ま
一
秒
時
が
過
ぎ
去
る
と
。」

二
六

 

  
前
に
ラ
ジ
オ
に
よ
っ
て
秒
単
位
の
細
か
い
時
間
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た

と
述
べ
た
が
、
こ
こ
か
ら
も
そ
の
様
子
が
わ
か
る
。
意
識
す
る
時
間
は
年
代
を

経
る
ご
と
に
細
分
化
し
て
い
る
。

 

西
本
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、朔

太
郎
の「

散
文
詩
自
註

二
七」の

な
か
に「

時
計
を
見
る
狂
人
」
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
る
。

 

 

詩
人
た
ち
は
、絶

え
ず
何
事
か
の
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
、

心
の
衝
動
に
驅
り
立
て
ら
れ
て
る
。
そ
の
く
せ
彼
等
は
、
絶
え
ず
ご
ろ
ご

ろ
と
怠
け
て
居
り
、
塵
の
積
つ
た
原
稿
紙
を
机
上
に
し
て
、
一
生
の
大
半

を
無
爲
に
寢
そ
べ
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
心
の
中
で
は
、
不

斷
に
時
計
の
秒
針
を
眺
め
な
が
ら
、
で
き
な
い
仕
事
へ
の
焦
心
を
續
け
て

ゐ
る

二
八

 

  
時
間
を
無
駄
に
し
て
は
い
け
な
い
、
だ
か
ら
何
か
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
常
に
考
え
て
、焦

っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。「

時
間
は
貴
重
だ
」無

駄
に
し
て

は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、「

時
の
記
念
日
」で

繰
り
返
し
伝
え
ら
れ
て
き

た
も
の
で
あ
る
。

 

 
「
時
の
記
念
日
」
が
設
定
さ
れ
て
ま
だ
日
の
浅
い
一
九
二
〇
年
代
の
作
品
で

あ
る
小
川
未
明
の
「
時
計
の
な
い
村
」
で
は
、
時
計
に
対
す
る
不
信
が
描
か
れ
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て
い
る
。し

か
し
、「

時
の
記
念
日
」設

定
か
ら
時
が
経
ち
、ラ

ジ
オ
放
送
に
よ

っ
て
そ
れ
ま
で
よ
り
さ
ら
に
細
か
い
秒
単
位
の
時
間
を
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
一
九
三
〇
年
代
の
作
品
で
は
、
時
間
を
意
識
す
る
こ
と
と
狂
気
が
隣

り
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
萩
原
朔
太
郎
の
「
時
計
を
見
る
狂

人
」
で
は
、
一
秒
と
い
う
わ
ず
か
な
時
間
も
無
駄
に
し
ま
い
と
時
計
を
見
て
い

る
老
人
が
登
場
す
る
が
、
彼
は
時
間
を
意
識
す
る
あ
ま
り
人
間
性
が
失
わ
れ
て

い
る
。
一
九
二
〇
年
代
以
降
、
時
間
を
意
識
す
る
こ
と
へ
の
批
判
が
、
文
学
の

な
か
で
問
題
に
な
っ
て
き
た
。
他
に
も
時
計
を
描
い
た
作
品
の
例
は
挙
げ
ら
れ

て
い
る
が
、年

代
を
追
う
ご
と
に
、そ

の
内
容
の
薄
気
味
悪
さ
は
増
し
て
い
く
。

 

 
不
定
時
法
か
ら
定
時
法
に
な
り
、
時
間
は
細
分
化
さ
れ
、
人
々
は
そ
の
細
か

い
時
間
を
意
識
し
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
り
「
時
の
記
念
日
」
も
設
定
さ
れ
時

間
へ
の
意
識
は
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
時
間
に
つ
い
て
説
か
れ
、

そ
の
大
切
さ
が
強
調
さ
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
も
出
て
き
た
。

 

新
し
い
時
間
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
れ
が
浸
透
し
て
い
く
過
程
に
あ
っ

た
時
代
に
「
幽
霊
塔
」
は
発
表
さ
れ
た
。
当
時
、
時
計
や
そ
こ
に
表
さ
れ
る
新

し
い
時
間
は
、
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
人
々
を
縛
り
、
追
い
詰
め
る
こ
と

も
あ
る
恐
ろ
し
い
、
気
味
の
悪
い
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
し
て
、
た
だ
で
さ
え
恐
ろ
し
い
時
間
を
表
す
文
字

盤
が
、
巨
大
か

つ
頭
上
に
あ
り
人
々
を
見
下
ろ
し
て
い
る
よ
う
な
時
計
塔
は
、
さ
ら
に
恐
ろ
し

い
も
の
だ
っ
た
。そ

れ
が
、原

作
に
は
な
い
時
計
塔
の
文
字
盤
が
目
の
よ
う
だ
、

睨
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
と
い
う
表
現
に
繋
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

 

 
こ
の
章
で
は
物
語
の
冒
頭
、
時
計
塔
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
部
分
に
注
目

し
て
み
て
き
た
。
こ
の
後
、
主
人
公
が
時
計
塔
に
気
味
悪
さ
を
感
じ
た
の
が
前

兆
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
時
計
塔
で
次
々
に
事
件
が
起
こ
る
。
そ
し
て
そ
の

事
件
を
追
い
、
こ
の
時
計
塔
に
は
元
の
持
ち
主
の
財
宝
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い

う
伝
説
の
真
相
に
も
迫
っ
て
い
く
。
次
章
か
ら
は
、
こ
の
財
宝
と
時
計
塔
に
注

目
し
て
、
時
計
塔
に
つ
い
て
探
っ
て
い
き
た
い
。

 

  
 
 
 
二
 
財
宝
と
時
計
塔
 

  
「
幽
霊
塔
」
の
物
語
の
な
か
で
、
時
計
塔
に
莫
大
な
財
宝
が
隠
さ
れ
て
い
る

と
い
う
伝
説
が
あ
る
。
前
節
で
少
し
触
れ
た
が
「
時
は
金
な
り
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
よ
う
に
、「

時
」
と
「
お
金
」
は
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
幽

霊
塔
」
で
は
、
こ
の
時
計
塔
で
、
伝
説
の
財
宝
あ
る
い
は
財
産
を
め
ぐ
っ
て
事

件
が
起
き
て
人
が
亡
く
な
る
。
時
間
に
関
係
す
る
場
所
に
財
宝
や
財
産
が
関
係

し
て
事
件
が
起
き
る
の
に
は
何
か
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
章
で
は
、

時
計
塔
で
起
き
る
事
件
に
関
わ
る
登
場
人
物
の
、
時
間
や
お
金
に
対
す
る
価
値

観
に
注
目
し
て
、
時
計
塔
が
事
件
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
く
。

 

  
 
 
 
二
―
一
 
財
宝
に
執
着
す
る
人
々
 

  
ま
ず
は
、
時
計
塔
で
財
宝
（
財
産
）
に
関
係
し
て
起
き
た
出
来
事
を
話
に
沿

っ
て
見
て
い
く
。

 

 
最
初
に
財
宝
に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
渡
海
屋
市
郎

兵
衛
で
あ
る
。
渡
海
屋
は
、
自
身
の
莫
大
な
財
宝
を
世
間
の
眼
か
ら
隠
す
た
め

に
時
計
塔
を
建
て
、
そ
の
地
下
に
迷
路
と
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
秘
密
室
を
作
っ

た
。
こ
の
当
時
は
「
維
新
前
の
物
情
然
た
る
時
世
」
で
、
大
名
や
浪
士
か
ら
の

徴
発
を
恐
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ど
ん
な
に
探
さ
れ
て
も
見
つ
か
ら
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な
い
よ
う
に
、
こ
う
い
っ
た
仕
掛
け
を
考
え
た
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の

仕
組
み
が
巧
み
に
出
来
す
ぎ
た
た
め
、
自
分
で
も
出
方
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て

し
ま
う
。
声
の
限
り
叫
ん
で
助
け
を
呼
ん
だ
が
、
本
人
以
外
の
誰
も
秘
密
室
へ

の
行
き
方
が
わ
か
ら
な
い
。
行
き
方
を
探
し
て
い
る
う
ち
に
渡
海
屋
は
飢
え
死

に
し
て
し
ま
っ
た
。

 

 
渡
海
屋
亡
き
後
、
こ
の
時
計
塔
の
持
ち
主
に
な
っ
た
の
は
、
渡
海
屋
の
女
中

で
あ
っ
た
長
田
鉄
だ
っ
た
。
鉄
は
強
欲
な
こ
と
で
知
ら
れ
て
お
り
、
一
生
か
か

っ
て
財
宝
を
探
し
出
す
つ
も
り
な
の
で
は
な
い
か
と
噂
さ
れ
て
い
た
。
鉄
に
は

養
子
の
長
田
長
造
と
養
女
の
和
田
ぎ
ん
子
が
い
た
。
鉄
は
こ
の
二
人
を
夫
婦
に

す
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
ぎ
ん
子
は
長
造
を

嫌
っ
て
お
り
結
婚
を
認
め
な
か
っ

た
。
い
く
ら
説
得
し
て
も
結
婚
に
頷
か
な
い
の
で
、
鉄
は
ぎ
ん
子
を
自
分
の
財

産
の
相
続
人
に
す
る
と
決
め
、
そ
の
旨
の
遺
言
状
ま
で
書
い
た
が
、
ぎ
ん
子
は

ま
だ
首
を
縦
に
振
ら
な
い
。
長
造
は
、
ぎ
ん
子
と
結
婚
も
出
来
な
け
れ
ば
、
財

産
も
相
続
で
き
な
い
と
な
っ
て
、
鉄
を
恨
ん
で
家
出
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
で

も
鉄
は
諦
め
き
れ
ず
説
得
を
続
け
る
が
、
と
う
と
う
折
れ
て
財
産
は
元
通
り
長

造
に
譲
る
こ
と
に
し
て
遺
言
状
を
書
き
直
そ
う
と
し
て
い
た
矢
先
に
、
時
計
塔

の
真
下
の
自
分
の
寝
室
で
何
者
か
に
殺
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
以
降
、
時
計
塔
は

渡
海
屋
の
霊
に
加
え
て
鉄
の
幽
霊
も
出
る
と
噂
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
誰
も
近

寄
ら
な
く
な
っ
た
。

 

 
鉄
の
事
件
か
ら
六
年
後
、
主
人
公
・
北
川
光
雄
の
叔
父
で
あ
る
児
玉
丈
太
郎

が
「
幽
霊
塔
」
を
買
い
取
る
。
下
検
分
に
訪
れ
た
光
雄
は
、
鉄
が
殺
さ
れ
た
部

屋
に
い
た
野
末
秋
子
と
出
会
う
。
秋
子
は
何
故
か
渡
海
屋
し
か
知
ら
な
い
は
ず

の
塔
の
時
計
の
動
か
し
方
を
知
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
、
財
宝
の
在
処
を
示

す
呪
文
や
絵
図
を
自
分
な
り
に
研
究
し
て
い
る
と
言
い
、
そ
の

成
果
を
記
し
た

手
帳
を
部
屋
に
置
い
て
あ
る
か
ら
真
剣
に
研
究
す
る
よ
う
に
と
光
雄
に
言
う
。

秋
子
が
時
計
塔
の
財
宝
に
つ
い
て
研
究
し
、
そ
の
成
果
を
手
帳
に
記
し
て
あ
る

と
知
っ
た
付
添
人
の
肥
田
夏
子
は
、
手
帳
を
盗
み
出
し
、
養
虫
園
を
営
む
兄
の

岩
淵
甚
三
に
送
っ
て
財
宝
の
在
処
を
突
き
止
め
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
手
帳

は
秋
子
に
し
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
た
め
、
二
人
は
直
接
教
え

る
よ
う
に
秋
子
に
迫
る
が
、
き
っ
ぱ
り
と
断
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
夏
子
と

甚
三
は
、
鉄
の
養
子
で
時
計
塔
の
元
住
人
で
あ
る
長
造
に
、
秋
子
の
手
帳
を
渡

し
て
渡
海
屋
の
財
宝
は
伝
説
で
は
な
い
こ
と
を
伝
え
、
財
宝
を
探
さ
せ
よ
う
と

し
た
。
長
造
は
こ
の
話
に
乗
り
、
財
宝
を
手
に
入
れ
る
べ
く
時
計
塔
の
部
屋
に

忍
び
込
む
が
、
雷
と
十
二
時
の
鐘
に
驚
い
て
心
臓
発
作
を
起
こ
し
て
亡
く
な
っ

て
し
ま
う
。
亡
く
な
っ
た
後
に
判
明
し
た
の
だ
が
、
六
年
前
に
鉄
を
殺
し
た
犯

人
は
長
造
だ
っ
た
。
長
造
は
、
鉄
の
財
産
を
自
分
の
も
の
に
す
る
た
め
に
鉄
を

殺
し
た
の
だ
っ
た
。
養
母
を
殺
し
た
時
に
ち
ょ
う
ど
十
二
時
の
鐘
が
鳴
っ
て
い

た
。
そ
れ
以
来
、
長
造
は
十
二
時
の
鐘
を
恐
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
時
計
塔
の

財
宝
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
時
、
鉄
が
亡
く
な
っ
た
の
と
同
じ
場
所
で
、
同

じ
十
二
時
の
鐘
が
鳴
っ
て
驚
き
、
持
病
の
あ
っ
た
心
臓
に
発
作
が
起
き
て
亡
く

な
っ
た
。
ま
さ
に
「
天
罰
」
が
下
っ
た
の
で
あ
る
。

 

 
作
中
で
財
宝
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
た
人
々
の
う
ち
、
渡
海
屋
、
鉄
、
長
造

の
三
人
は
、
何
ら
か
の
形
で
時
計
塔
で
亡
く
な
っ
て
い
る
。
渡
海
屋
は
、
自
ら

の
莫
大
な
財
宝
を
奪
わ
れ
ま
い
と
し
て
、
大
掛
か
り
な
仕
掛
け
を
作
っ
て
隠
し

た
が
、
そ
の
自
ら
が
作
っ
た
仕
掛
け
に
よ
っ
て
命
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
長
造

は
財
産
欲
し
さ
に
鉄
を
殺
し
、
さ
ら
に
時
計
塔
の
財
宝
も
手
に
入
れ
よ
う
と
し

た
が
「
天
罰
」
が
下
っ
た
よ
う
に
、
養
母
を
殺
し
た
時
と
同
じ
場
所
、
同
じ
時

間
に
亡
く
な
る
。
そ
し
て
亡
く
な
り
は
し
な
い
が
、
夏
子
と
甚
三
も
「
内
地
に

も
居
た
た
ま
ら
ず
、
シ
ャ
ン
ハ
イ
方
面
に
高
跳
び
を
し
た
」
ら
し
い
と
言
わ
れ

て
お
り
、
最
終
的
に
逃
げ
出
し
て
い
る
。
時
計
塔
で
亡
く
な
っ
た
人
は
、
財
宝
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や
財
産
、
つ
ま
り
お
金
に
執
着
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。

 

 
ま
た
、
こ
の
お
金
に
執
着
す
る
人
は
、
時
間
も
惜
し
む
傾
向
が
あ
る
こ
と
も

共
通
し
て
い
る
。

 

 
鉄
は
、
ぎ
ん
子
に
長
造
と
の
結
婚
を
同
意
さ
せ
る
た
め
に
、
自
分
の
財
産
の

相
続
人
に
す
る
と
い
う
条
件
を
持
ち
出
す
。
要
は
条
件
に
お
金
を
持
ち
出
し
て

「
手
っ
取
り
早
く
」
ぎ
ん
子
を
説
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
夏
子
と
甚

三
兄
妹
は
、
財
宝
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
秋
子
が
時
計
塔
の
内
部
の
財
宝
の

在
処
に
つ
い
て
研
究
し
た

成
果
を
記
し
た
手
帳
を
盗
む
。
さ
ら
に
、
書
い
て
あ

る
こ
と
を
直
接
教
え
る
よ
う
に
秋
子
に
迫
る
。
自
分
で
財
宝
の
在
処
に
つ
い
て

考
え
る
時
間
も
、
探
す
手
間
も
か
け
る
つ
も
り
は
な
い
。
自
分
た
ち
で
は
わ
か

ら
な
い
と
な
る
と
、
長
造
に
財
宝
は
本
当
に
存
在
す
る
の
だ
と
信
じ
さ
せ
、
秋

子
の
手
帳
を
渡
し
て
財
宝
を
探
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
長
造
も
、
財
宝
が
実
在
す

る
と
教
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
財
宝
を
探
そ
う
と
い
う
気
に
な
る
。
そ
れ
に
、
も

う
財
宝
の
在
処
が
わ
か
る
よ
う
な
手
が
か
り
も
渡
さ
れ
た
。
夏
子
と
甚
三
兄
妹

と
長
造
、
お
互
い
に
と
っ
て
最
も
「
手
っ
取
り
早
い
」
方
法
で
、
財
宝
を

手
に

入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

 

 
登
場
人
物
の
、
こ
う
し
た
お
金
を
得
る
た
め
に
時
間
や
手
間
を
惜
し
む
と
い

う
姿
勢
に
は
、
前
節
で
触
れ
た
「
時
は
金
な
り
」
の
価
値
観
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。「

時
は
金
な
り
」
は
当
時
、
一
般
的
に
奨
励
さ
れ
た
価
値
観
で
あ
っ
た
。

 

 
時
計
塔
で
亡
く
な
っ
た
人
は
、
財
宝
（
財
産
）
に
執
着
し
て
い
た
こ
と
、
そ

れ
ら
の
た
め
に
か
か
る
時
間
や
手
間
を
惜
し
む
、
い
わ
ば
「
時
は
金
な
り
」
の

価
値
観
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
一
方
で
、
時
計
塔
に
関
わ
っ

て
も
無
事
だ
っ
た
人
も
い
る
。
光
雄
と
秋
子
で
あ
る
。
二
人
は
な
ぜ
時
計
塔
に

あ
っ
て
も
無
事
だ
っ
た
の
か
を
次
節
で
見
て
い
く
。

 

 

 
 
 
 
二
―
二
 
財
宝
に
た
ど
り
着
け
る
人
々
 

  
第
一
節
と
同
様
に
、
光
雄
と
秋
子
の
時
間
と
お
金
に
対
す
る
価
値
観
に
つ
い

て
話
に
沿
っ
て
見
て
い
く
。

 

 
夏
子
が
自
分
の
手
帳
を
盗
ん
で
甚
三
に
送
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
秋
子

は
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
、
あ
の
手
帳
が
悪
人
の
手

に
渡
っ
て
は
、
と
言
っ
て
う
ろ
た
え
る
。
秋
子
の
様
子
を
見
か
ね
た
光
雄
は
、

自
分
が
養
虫
園
に
行
っ
て
手
帳
を
取
り
返
し
て
く
る
と
言
う
。
そ
れ
か
ら
何
日

か
過
ぎ
た
頃
、
甚
三
が
屋
敷
の
敷
地
内
に
忍
び
込
み
、
秋
子
に
手
帳
の
中
身
を

教
え
る
よ
う
に
言
い
に
来
た
が
、
秋
子
に
断
ら
れ
る
。
仕
方
な
く
帰
路
に
つ
い

た
甚
三
の
後
を
つ
け
て
、
光
雄
は
養
虫
園
に
た
ど
り
着
い
た
。
 
甚
三
は
秋
子

に
と
っ
て
よ
か
ら
ぬ
輩
だ
と
思
っ
た
光
雄
は
、旅

費
は
出
す
か
ら
シ
ナ
に
行
け
、

二
度
と
秋
子
の
前
に
姿
を
見
せ
る
な
と
詰
め
寄
る
。

 

 
こ
こ
で
光
雄
は
、
秋
子
を
守
る
た
め
に
彼
女
に
害
を
為
し
て
い
る
人
物
を
遠

ざ
け
る
の
に
お
金
を
使
お
う
と
し
て
い
る
。

 

し
か
し
甚
三
は
、
自
分
や
夏
子
が
い
な
く
な
っ
て
も
変
わ
り
は
な
い
、
秋
子

の
運
命
を
握
っ
て
い
る
の
は
芦
屋
暁
斎
と
い
う
人
物
だ
と
光
雄
に
教
え
た
。
一

方
、
屋
敷
で
は
叔
父

が
何
者
か
に
毒
殺
さ
れ
か
け
、
そ
の
容
疑
者
と
し
て
秋
子

が
あ
が
っ
て
い
た
。
秋
子
の
潔
白
を
証
明
す
る
た
め
に
、
光
雄
は
東
京
に
い
る

芦
屋
を
訪
ね
る
。
こ
の
時
、
入
れ
違
い
で
芦
屋
の
も
と
か
ら
立
ち
去
る
黒
川
弁

護
士
を
目
に
す
る
。
芦
屋
に
、
秋
子
が
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
も
う
一

度
救
っ
て
ほ
し
い
と
頼
む
と
、
ま
ず
報
酬
を
受
け
取
る
の
が
先
だ
と
言
わ
れ
、

五
千
円（「

今
の
二
百
万
円
ほ
ど
」と

註
が
あ
る
）を

要
求
さ
れ
る
。光

雄
は
そ

の
高
価
な
の
に
驚
き
は
し
た
が
、
そ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
父
の
遺
産
で
充
分
間
に
合

う
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
支
払
っ
て
し
ま
う
。
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こ
こ
で
も
報
酬
と
し
て
お
金
が
出
て
く
る
。
光
雄
自
身
も
高
価
だ
と
思
い
つ

つ
も
、
秋
子
を
助
け
る
た
め
に
と
、
お
金
を
惜
し
ま
ず
に
支
払
っ
て
い
る
。

 

そ
し
て
、
芦
屋
か
ら
衝
撃
の
事
実
を
告
げ
ら
れ
る
。
実
は
秋
子
は
、
鉄
を
殺

し
た
犯
人
と
し
て
終
身
刑
に
な
り
数
年
の
う
ち
に
獄
死
し
た
、
養
女
の
和
田
ぎ

ん
子
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
ぎ
ん
子
は
、
当
時
彼
女
の
弁
護
人
だ
っ
た
黒
川
弁

護
士
と
、
夏
子
と
甚
三
た
ち
の
手
を
借
り
て
脱
獄
、
そ
し
て
芦
屋
の
整
形
手
術

を
受
け
て
、
野
末
秋
子
と
し
て
生
ま
れ
変
わ

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
秋
子
の

過
去
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
以
上
、
妻
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
ま

だ
秋
子
が
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
き
れ
な
い
と
い
う
二
つ
の
気
持
ち
の
間

で
光
雄
は
思
い
悩
む
。
長
崎
に
帰
っ
て
き
た
光
雄
は
、
そ
の
足
で
芦
屋
の
と
こ

ろ
で
入
れ
違
い
に
な
っ
た
黒
川
弁
護
士
を
尋
ね
る
。
黒
川
に
、
過
去
を
知
っ
た

今
で
も
秋
子
を
妻
に
し
た
い
と
思
う
の
か
と
聞
か
れ
、
そ
れ
は
出
来
な
い
と
光

雄
は
答
え
る
。
黒
川
の
も
と
を
訪
れ
て
い
た
秋
子
は
、
光
雄
が
自
分
の
過
去
を

知
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
妻
に
は
出
来
な
い
と
答
え
た
の
を
聞
い
て
、
失
望
の

あ
ま
り
気
絶
し
て
し
ま
う
。
こ
の
時
、
黒
川
と
光
雄
の
話
を
外
で
聞
い
て
い
た

刑
事
の
森
村
が
秋
子
を
逮
捕
し
よ
う
と
す
る
が
、
光
雄
と
黒
川
が
阻
止
す
る
。

こ
の
間
に
秋
子
は
逃
げ
出
し
、
幽
霊
塔
へ
向
か
う
。
光
雄
は
、
秋
子
は
非
常
に

苦
し
い
立
場
に
あ
る
、
こ
の
ま
ま
幽
霊
塔
に
帰
っ
て
自
殺
す
る
つ
も
り
で
は
な

い
か
と
心
配
す
る
が
、
黒
川
は
こ
の
く
ら
い
で
自
殺
す
る
秋
子
で
は
な
い
と
言

っ
て
落
ち
着
い
て
い
る
。黒

川
は
そ
の
根
拠
と
し
て
、驚

く
べ
き
事
実
を
語
る
。

秋
子
は
濡
れ
衣
の
た
め
に
自
殺
を
す
る
は
ず
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
黒
川

い
わ
く
、
秋
子
は
鉄
を
殺
し
て
い
な
い
、
真
犯
人
が
別
に
い
る
こ
と
が
最
近
に

な
っ
て
判
明
し
た
の
だ
と
い
う
。
事
件
当
時
は
手
首
の
傷
が
動
か
ぬ
証
拠
と
な

っ
て
有
罪
を
覆
せ
な
か
っ
た
。
終
身
刑
に
な
っ
た
ぎ
ん
子
は
、
黒
川
に
「
お
上

に
真
犯
人
を
探
し
出
す
力
が
な
い
の
な
ら
、
私
自
身
で
探
し
て
み
せ
る
。
ど
ん

な
艱
難
辛
苦
を
嘗
め
て
も
、
き
っ
と
探
し
出
し
て
み
せ
る
」
と
言
い
、
そ
れ
以

来
、
真
犯
人
を
探
す
こ
と
が
彼
女
の
使
命
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

 

「
ど
ん
な
艱
難
辛
苦
を
嘗
め
て
も
」
と
い
う
秋
子
の
決
意
に
は
、
自
身
の
潔

白
を
証
明
す
る
た
め
に
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間
が
か
か
る
こ
と
に
な
っ

て
も
か
ま
わ
な
い
、
と
覚
悟
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

 

黒
川
は
光
雄
に
、
秋
子
の
潔
白
の
証
拠
を
握
り
潰
さ
れ
た
く
な
け
れ
ば
、
秋

子
が
光
雄
を
嫌
う
よ
う
に
仕
向
け
ろ
と
言
う
。
秋
子
の
こ
れ
か
ら
先
の
人
生
を

考
え
、
光
雄
は
黒
川
の
言
う
通
り
に
し
、
自
分
は
秋
子
を
諦
め
る
こ
と
を
約
束

す
る
。翌

朝
、黒

川
と
の
約
束
を
果
た
す
た
め
に
屋
敷
に
帰
る
途
中
で
光
雄
は
、

昨
晩
屋
敷
に
帰
る
秋
子
を
見
た
と
い
う
小
僧
に
会
う
。
小
僧
に
よ
る
と
、
秋
子

は
途
中
で
薬
屋
に
立
ち
寄
っ
た
と
い
う
。
薬
と
聞
い
て
嫌
な
予
感
が
し
た
光
雄

は
続
き
を
聞
く
が
、
小
僧
は
情
報
を
小
出
し
に
し
て
、
そ
の
度
に
情
報
料
を
要

求
し
て
く
る
。
小
僧
は
自
分
の
持
つ
情
報
で
、
相
手
か
ら
最
大
限
、
情
報
料
を

も
ら
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

 

光
雄
自
身
も
、
小
僧
の
や
り
方
を
憎
た
ら
し
い
と
思
い
つ
つ
も
、
彼
の
持
つ

情
報
は
秋
子
の
生
死
に
関
わ
っ
て
く
る
た
め
、
情
報
を
聞
き
出
す
た
め
に
お
金

を
惜
し
ま
ず
渡
し
て
い
る
。

 

そ
う
し
て
全
て
聞
き
出
し
た
と
こ
ろ
、
秋
子
は
い
か
に
も
怪
し
げ
な
薬
を
買

っ
た
後
、
大
急
ぎ
で
屋
敷
に
戻
り
、
時
計
塔
の
窓
か
ら
中
に
入
っ
て
い
っ
た
と

い
う
。
こ
れ
を
聞
い
て
、
時
計
塔
の
内
部
で
自
殺
す
る
つ
も
り
だ
と
悟
っ
た
光

雄
は
、
秋
子
の
後
を
追
い
か
け
て
時
計
塔
内
部
に
入
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
こ
に

は
渡
海
屋
が
作
っ
た
仕
掛
け
が
待
ち
構
え
て
い
た
。
時
計
塔
の
機
械
室
の
中
に

入
る
に
は
ま
ず
、
緑
盤
の
扉
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
緑
盤
は
、
一

時
間
ご
と
に
一
寸
ず
つ
ず

れ
て
い
く
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
を
通
る
に

は
、
緑
盤
が
完
全
に
開
く
十
二
時
に
な
る
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
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の
緑
盤
を
通
過
し
た
ら
、
そ
の
先
は
時
計
の
ゼ
ン
マ
イ
な
ど
が
あ
る
機
械
室
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
機
械
室
か
ら
出
る
た
め
の
石
の
扉
も
、
緑
盤
と
同
様
、
一

時
間
に
一
寸
ず
つ
し
か
開
か
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
入
口
で
あ

る
緑
盤
の
扉
を
通
る
た
め
に
最
大
十
二
時
間
、
そ
の
次
の
機
械
室
の
石
の
扉
を

通
る
た
め
に
、
ま
た
十
二
時
間
待
た
な
け
れ
ば
通
れ
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
石
の
扉
を
通
過
し
た
ら
、
階
段
を
進
み
、
地
下
ま
で
降
り
る
と

そ
こ
か
ら
が
迷
路
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
仕
組
み
は
、
文
字
通
り
「
時
間
を
か

け
な
い
と
」
財
宝
に
は
た
ど
り
着
け
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
仕
掛
け
を
突
破
し
て
、
光
雄
は
つ
い
に
秋
子
を
見
つ
け
る
。
早
く
こ
こ

か
ら
出
よ
う
と
言
う
光
雄
に
、
秋
子
は
財
宝
が
本
当
に
こ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ

と
を
伝
え
、
こ
の
財
宝
を
正
当
な
持
ち
主
の
手
に
渡
し
た
か
っ
た
の
だ
と
告
げ

る
。
そ
の
後
、
二
人
は
財
宝
を
一
切
所
有
せ
ず
、
全
て
免
囚
保
護
事
業
と
科
学

研
究
所
の
設
立
の
た
め
に
使
っ
た
。

 

そ
の
後
の
財
宝
の
使
い
道
か
ら
、
光
雄
も
秋
子
も
財
宝
に
執
着
が
な
い
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
光
雄
が
お
金
を
使
う
の
は
、
い
ず
れ
も
秋
子
を
助
け
る
こ

と
に
繋
が
る
と
判
断
し
た
時
で
あ
る
。
光
雄
は
、
秋
子
を
救
う
た
め
に
お
金
を

使
う
こ
と
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

 

 
こ
こ
ま
で
に
、秋

子
の
時
間
に
対
す
る
考
え
方
が
窺
え
る
箇
所
が
あ
っ
た
が
、

光
雄
の
時
間
に
対
す
る
考
え
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
わ
か
る
場
面
を

以
下
に
引
用
す
る
。

 

  
 
「
そ
れ
が
ほ
ん
と
う
な
ら
ば
、
僕
に
約
束
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
か
」

 

 
 
私
は
非
常
な
勇
気
を
出
し
て
、
並
ん
で
腰
か
け
て
い
る
彼
女
の
右
手
を
取

っ
た
。

 

 
 
「
あ
ら
、
あ
た
し
、
そ
う
い
う
お
約
束
の
で
き
る
身
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん

の
よ
。
あ
た
し
、
い
ろ
い
ろ
深
い
事
情
が
あ
り
ま
し
て
、
人
の
妻
に
慣
れ

る
身
の
上
で
は
な
い
の
で
す
」

 

 
 
（
中
略
）

 

 
 
「
ど
う
い
う
事
情
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
も
の
、
僕
の
力
で
な
く
し

て
み
せ
ま
す
。
た
だ
、
あ
な
た
が
そ
の
秘
密
を
僕
に
打
ち
あ
け
て
く
だ
さ

り
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
で
す
」

 

 
 
私
は
い
よ
い
よ
大
胆
に
な
っ
た
。

 

 
 
「
い
い
え
、
そ
れ
は
と
て
も
だ
め
で
す
の
。
あ
な
た
に
ど
れ
ほ
ど
の
智
恵

や
力
が
お
あ
り
な
す
っ
て
も
、
こ
の
私
の
不
思
議
な
運
命
を
打
ち
ひ
ら
い

て
く
だ
さ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
人
間
業
に
は
及
ば
な
い
ほ
ど
の
、
そ

れ
は
そ
れ
は
深
い
事
情
が
あ
り
ま
す
の
。
こ
れ
が
お
話
で
き
た
ら
、
あ
な

た
だ
っ
て
き
っ
と
無
理
は
な
い
と
思
っ
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
に
ね
え
」

 

 
 
（
中
略
）

 

 
 「

そ
れ
じ
ゃ
あ
、も

う
お
尋
ね
は
し
ま
せ
ん
。し

か
し
、ね

え
秋
子
さ
ん
、

こ
う
い
う
お
約
束
を
し
て
く
だ
さ
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
は

ね
、
も
し
あ
な
た
が
結
婚
し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
よ
う
な
境
遇
に
な
っ

た
場
合
は
、
ほ
か
の
人
と
で
な
く
、
私
と
結
婚
し
て
く
だ
さ
る
と
い
う
」

 

 
 
（
中
略
）

 

 
 
「
で
も
、
そ
ん
な
空
な
お
約
束
を
し
ま
し
て
も
、
あ
た
し
は
生
涯
人
の
妻

に
な
れ
る
身
の
上
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
」

 

 
 
「
い
や
、
か
ま
い
ま
せ
ん
。
ど
ん
な
空
な
約
束
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
も

し
万
一
そ
う
い
う
場
合
が
来
た
ら
、
僕
の
妻
に
な
る
と
約
束
し
て
く
だ
さ

い
。
僕
は
そ
れ
だ
け
で
充
分
満
足
し
ま
す
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
決
し
て

望
み
ま
せ
ん
」
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「
ホ
ホ
ホ
ホ
ホ
、
そ
ん
な
お
約
束
を
し
て
、
も
し
あ
な
た
の
お
気
が
す
む

の
で
し
た
ら
」

 

 
 
秋
子
さ
ん
は
淋
し
そ
う
に
笑
っ
た
。

 

 
 
「
え
え
、
気
が
す
み
ま
す
と
も
、
ど
う
か
約
束
し
て
く
だ
さ
い
」

 

 
 
私
は
も
う
だ
だ
っ
子
で
あ
っ
た
。

 

 
 
「
で
は
、
お
約
束
い
た
し
ま
す
わ
。
そ
ん
な
お
約
束
、
実
現
す
る
時
は
永

久
に
あ
る
ま
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
…
…
」

 

 
 
彼
女
は
悲
し
げ
に
語
尾
を
に
ご
し
て
、さ

し
う
つ
む
く
の
で
あ
っ
た
。

二
九

 

 

先
述
し
た
よ
う
に
、
秋
子
は
養
母
殺
し
の
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
て
い
る
。
ど

ん
な
艱
難
辛
苦
を
嘗
め
る
こ
と
に
な
っ
て
も
自
身
の
潔
白
を
証
明
し
た
い
と
思

っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
時
間
が
か
か
る
こ
と
も
覚
悟

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、引

用
の
な
か
で「

生
涯
」「

実
現
す
る
時
は
永
久
に

あ
る
ま
い
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
秋
子
は
こ
の
よ
う
に
長
い

時
間
が
か
か
る
こ
と
、
長
い
時
間
が
か
か
っ
て
も
実
現
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な

い
こ
と
を
理
由
に
、
光
雄
に
空
し
い
約
束
を
す
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ

う
と
す
る
が
、
光
雄
は
そ
れ
で
も
か
ま
わ
な
い
、
秋
子
の
抱
え
る
事
情
が
解
決

す
る
ま
で
待
つ
と
言
い
切
る
。
光
雄
は
、
秋
子
本
人
の
こ
と
に
関
し
て
は
時
間

が
か
か
る
こ
と
を
厭
わ
な
い
。

光
雄
も
秋
子
も
、
自
分
が
求
め
る
も
の
が
必
ず

得
ら
れ
る
と
い
う
あ
て
が
な
く
て
も
、
時
間
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
財
宝

に
執
着
せ
ず
、
時
間
を
か
け
る
こ
と
を
惜
し
ま
な
い
。
二
人
が
こ
の
よ
う
な
価

値
観
を
持
っ
て
い
た
た
め
「
時
間
を
か
け
な
い
と
」
通
過
で
き
な
い
時
計
塔
の

仕
組
み
を
突
破
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 

 
時
計
塔
で
は
、
財
宝
や
財
産
、
つ
ま
り
お
金
に
執
着
し
た
人
々
は
不
幸
な
結

末
を
迎
え
、
そ
う
で
な
い
人
は
自
分
の
求
め
る
も
の
を
手
に
入
れ
、
さ
ら
に
財

宝
も
得
て
幸
せ
に
な
る
。
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
時
計
塔
は
、
欲
深
い
人
を
罰
し

て
無
欲
な
人
は
助
か
る
、
勧
善
懲
悪
的
な
空
間
に
思
え
る
。
し
か
し
、
時
計
塔

は
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ど
こ
か
不
気
味
で
恐
ろ
し
い
場
所
と
し
て
描
か

れ
て
い
て
、
単
な
る
勧
善
懲
悪
の
空
間
と
い
う
に
は
す
っ
き
り
し
な
い
。
こ
う

し
た
勧
善
懲
悪
の
空
間
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
時
計
塔
の
恐
ろ
し
さ
は
何
か
ら

く
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
時
計
塔
と
い
う
空
間
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た

い
。

 

  
 
 
 
二
―
三
 
時
計
塔
と
い
う
空
間

 

  
財
宝
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
は
時
間
を
か
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
仕
掛
け
が

待
ち
構
え
て
い
る
。
こ
れ
を
突
破
で
き
た
の
は
、
光
雄
や
秋
子
の
よ
う
な
時
間

が
か
か
る
こ
と
を
惜
し
ま
な
い
価
値
観
を
持
つ
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
第
二
節
で

述
べ
て
き
た
が
、
実
は
こ
の
結
果
は
必
然
だ
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
財
宝
に

執
着
す
る
人
々
は
時
間
や
手
間
を
惜
し
む
た
め
、「

開
く
ま
で
ひ
た
す
ら
待
つ
」

と
い
う
時
間
の
か
か
る
仕
掛
け
に
は
向
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば

渡
海
屋
が
、
財
宝
に
執
着
す
る
よ
う
な
人
が
来
る
こ
と
を
予
想
し
て
、
そ
う
い

っ
た
人
を
排
除
す
る
た
め
に
こ
の
仕
掛
け
を
作
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

 

 
次
の
引
用
は
、
渡
海
屋
が
自
身
の
作
っ
た
仕
掛
け
に
よ
っ
て
亡
く
な
っ
た
後

の
後
日
談
で
あ
る
。

 

  
 
 
伝
説
の
宝
物
を
掘
り
出
そ
う
と
い
う
目
論
見
は
、
そ
れ
ま
で
に
、
世
間

の
欲
張
り
連
中
に
よ
っ
て
た
び
た
び
企
て
ら
れ
た
の
だ
が
、
何
し
ろ
こ
の

頑
丈
な
大
建
築
を
毀
す
だ
け
で
も
大
変
な
費
用
が
か
か
る
の
だ
か
ら
、
も

し
言
い
伝
え
が
で
た
ら
め
だ
っ
た
ら
と
、
二
の
足
を
踏
ん
で
、
実
際
宝
探
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し
を
は
じ
め
た
も
の
は
、
ま
だ
一
人
も
な
い
く
ら
い
で
あ
る
。

三
〇

 

  
「
世
間
の
欲
張
り
連
中
」
つ
ま
り
財
宝
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
人
々
は
、

時
間
を
惜
し
む
傾
向
が
あ
る
。
真
正
面
か
ら
探
す
と
い
う
、
時
間
の
か
か
る
方

法
は
選
択
肢
に
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
彼
ら
は
財
宝
を
掘
り
出
す
方

法
と
し
て
最
も
「
手
っ
取
り
早
い
」
で
あ
ろ
う
「
毀
す
」
こ
と
を
考
え
る
。
し

か
し
、
壊
す
の
に
も
莫
大
な
費
用
が
か
か
る
上
に
、
確
実
に
財
宝
が
出
る
と
い

う
あ
て
も
な
い
の
で
、
結
局
は
時
間
と
お
金
の
無
駄
を
恐
れ
て
財
宝
を
諦
め
て

い
る
。
財
宝
は
こ
う
し
て
結
果
的
に
守
ら
れ
る
。

 

 
「
欲
張
り
連
中
」
が
排
除
の
対
象
だ
と
す
る
と
、
時
間
も
お
金
も
惜
し
ま
な

い
光
雄
や
秋
子
に
は
こ
の

仕
掛
け
は
効
果
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
財
宝
ま
で

た
ど
り
着
け
た
の
で
あ
る
。

 

 
こ
の
時
計
塔
は
、
渡
海
屋
の
「
財
宝
を
奪
わ
れ
ま
い
」
と
す
る
執
着
と
、
そ

の
た
め
に
「
欲
張
り
連
中
を
排
除
す
る
」
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
悪
意
の
も

と
に
作
ら
れ
て
い
る
。
時
計
塔
は
渡
海
屋
が
建
て
た
時
か
ら
悪
意
の
あ
る
空
間

で
あ
る
。
財
宝
に
執
着
す
る
人
は
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
時
間
の
か
か

る
仕
掛
け
に
挑
も
う
と
せ
ず
、「

手
っ
取
り
早
い
」方

法
を
取
る
。財

宝
や
財
産

を
得
る
た
め
に
邪
魔
と
な
る
他
者
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。
欲
張
り
同
士
が
互

い
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
人
が
亡
く
な
る
。
こ
れ
は
一
見
、
欲
を
か
い

た
人
々
が
時
計
塔
で
罰
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。

時
計
塔
で
は
、悪

意
が
、結

果
的
に
悪
意
を
懲
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、

皮
肉
が
起
こ
る
空
間
な
の
で
あ
る
。

 

 
時
計
塔
は
、
単
な
る
勧
善
懲
悪
的
な
空
間
で
は
な
い
。
そ
こ
は
、
財
宝
に
執

着
す
る
人
同
士
が
、
互
い
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
悪
意
を
向
け
合
い
滅
ぼ
し
合

う
空
間
で
あ
り
、
こ
れ
が
時
計
塔
に
ど
こ
か
恐
ろ
し
い
雰
囲
気
を
持
た
せ
て
い

る
の
で
あ
る
。

 

  
 
 
 
お
わ
り
に
 

  
乱
歩
の
「
幽
霊
塔
」
で
は
、
時
計
塔
の
文
字
盤
が
「
目
」
な
ど
と
表
現
さ
れ

て
お
り
、
原
作
や
涙
香
版
よ
り
も
時
計
塔
は
ど
こ
か
恐
ろ
し
い
、
不
気
味
な
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
描
か
れ
た
の
は
、
新
し
い
時
間
制
度

が
だ
ん
だ
ん
と
浸
透
し
て
き
た
一
九
三
〇
年
代
に
は
時
計
や
、
そ
こ
に
表
さ
れ

る
時
間
は
そ
こ
に
あ
る
だ
け
で
人
々
を
縛
り
、
時
に
は
追
い
詰
め
る
こ
と
も
あ

る
も
の
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

 

ま
た
、
時
計
塔
が
恐
ろ
し
い
、
不
気
味
だ
と
感
じ
ら
れ
る
の
に
は
、
こ
の
場

所
で
人
が
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
。
時
計
塔
で
亡
く

な
る
人
々
は
、
財
宝
や
財
産
に
執
着
し
て
い
た
人
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
人
々

だ
け
が
時
計
塔
で
亡
く
な
る
の
は
、
一
見
す
る
と
欲
張
り
に
罰
が
下
っ
た
よ
う

に
思
え
る
が
、
時
計
塔
の
仕
掛
け
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は
少
し
違

っ
て
く
る
。
財
宝
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
は
、
時
計
塔
の
内
部
に
入
る
た
め
の

仕
掛
け
を
突
破

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
仕
掛
け
は
、
作
っ
た
本
人
で
あ

り
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
財
宝
の
持
ち
主
で
あ
る
渡
海
屋
が
、
財
宝
を
奪
わ
れ
ま

い
と
し
て
、
お
金
に
執
着
す
る
よ
う
な
欲
張
り
の
こ
と
を
考
慮
し
て
作
っ
た
仕

掛
け
な
の
で
あ
る
。お

金
に
執
着
す
る
人
は
、時

間
を
惜
し
む
。言

う
な
れ
ば
、

時
間
は
貴
重
だ
か
ら
無
駄
に
す
る
な
と
い
う
、「

幽
霊
塔
」が

発
表
さ
れ
た
当
時

に
広
め
ら
れ
て
い
た
「
時
は
金
な
り
」
の
価
値
観
を
持
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

人
々
を
排
除
す
る
た
め
に
、
渡
海
屋
は
「
時
間
を
か
け
る
」
こ
と
で
し
か
突
破

で
き
な
い
仕
掛
け
を
作
っ
た
。
こ
の
渡
海
屋
の
悪
意
の
あ
る
時
計
塔
と
い
う
空

間
で
は
、財

宝
を
狙
う
者
同
士
が
互
い
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
。時

計
塔
で
は
、
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悪
意
が
、
結
果
的
に
悪
意
を
懲
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
、
皮
肉
が
起
こ

る
空
間
な
の
で
あ
る
。

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一
 「

幽
霊

塔
の
予
告
文
」（『

講
談
倶

楽
部
』
一
九
三
七
年
三
月
号
）

 

二
 「

黒
岩

涙
香

、
江
戸
川
乱
歩
に
よ

る
『
幽
霊
塔
』
の
幻
の
原
作
と
ウ

ィ
リ
ア
ム
ス
ン
『
灰

色
の

女
』」（

近
畿
大
学
文
芸
学
部

紀
要
『
文
学
・
芸
術
・
文
化
』、

二
〇
〇
三
・
十
二
）

 

三
 ア

リ
ス
・
マ
リ
エ
ル
・
ウ
ィ
リ
ア

ム
ス
ン
（
一
八
六
九
―
一
九
三
三
）
イ
ギ
リ
ス
で
生
ま

れ
た

が
、
ア
メ
リ
カ
人
の
夫
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ノ
リ
ス
と
結
婚
後
、
渡
米
し
て
い
る
。
結

婚
後

は
筆
名

C ・
N ・

ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
ン
夫
人
を
主
に
用
い
て
い
る
。
著
作
は
単
独
の
も

の
と

夫
妻
合
作
の
も
の
と
も
に
多
数
。『

灰
色
の
女
』
は
単
独
著
作
で

出
世
作
だ
っ
た
。

生
前

は
か
な
り
の
人
気
作
家
で
、小

森
健
太
郎
に
よ
れ
ば
一
九
〇
〇
～
一
九
一
〇
年
代
の

ア
メ

リ
カ
の
小
説
部
門
の
売
上
げ
ベ
ス
ト

1
0 に

数
度
ラ
ン
ク
イ
ン
し
て
い
る
。
日
本
で

は
、
涙

香
の
「
幽
霊
塔
」
の
他
に

、
矢
野
虹
城
『
怪
屋
の
奇
美
人
』（

一
九
二
〇
年
）、

春
日

野
緑

『
花
嫁
誘
拐
』（

一
九
二
一

年
）
と
い
っ
た
邦
訳
が
あ
る
。

 

四 
小

森
健
太
郎
の
「
黒
岩
涙
香
、
江
戸
川
乱
歩
に
よ
る
『
幽
霊
塔
』
の
幻
の
原
作
と
ウ
ィ

リ
ア

ム
ス
ン
『
灰
色
の
女
』」（

近
畿
大
学
文
芸
学
部
紀
要
『
文
学
・
芸
術
・
文
化
』、

二
〇

〇
三
・
十
二
）
の
な
か
で
、
原

作
確
定
に
至
る
ま
で
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
九
八
〇

年
代

半
ば
、
藤
井
茂
夫
が
、
古
い
ア
メ
リ
カ
映
画
の
中
に
、
涙
香
の
「
幽
霊
塔
」
と
筋
が

そ
っ

く
り
な
も
の
を
発
見
、
そ
の
フ
ィ
ル
ム
の
原
作
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、

A ・
M
・
ウ

ィ
リ

ア
ム
ス
ン
の
『
灰
色
の
女
』
だ
と
報
告
し
た
。
こ
の
報
告
を
も
と
に
伊
藤
秀
雄
が
当

時
の

映
画
カ
タ
ロ
グ
で
あ
ら
す
じ
を
見
て
、
そ
の
物
語
が
「
幽
霊
塔
」
と
同
じ
で
あ
る
こ

と
を

確
認
し
た
。
そ
し
て
二
〇
〇
〇
年
に
小
森
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
古
書
検
索
で
『
灰

色
の

女
』
を
発
見
、
入
手
し
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
涙
香
の
「
幽
霊
塔
」
の
原
作
で
あ
る
と

判
明

し
た
。

 

五
 江

戸
川

乱
歩
『
江
戸
川
乱
歩
全
集

第
十
巻

 幽
霊
塔
』（

講
談
社
、
一
九
七
九
・
二
）

 

一
五

七
頁
。
初
出
は
現
在
入
手
困
難
な
た
め
こ
ち
ら
か
ら
引
用
し
た
。

 

六
 江

戸
川

乱
歩
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
十
巻

 幽
霊
塔
』（

講
談
社
、
一
九
七
九
・
二
）

 

一
五

八
頁

 

七 
江

戸
川
乱
歩
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
十
巻

 幽
霊
塔
』（

講
談
社
、
一
九
七
九
・
二
）

 

一
五

八
頁

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

八
 江

戸
川
乱
歩
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
十
巻

 幽
霊

塔
』（

講
談

社
、

一
九

七
九

・
二

）
 

一
六
〇
頁

 

九
 黒

岩
涙
香
『
黒
岩
涙
香
集
』（

筑
摩
書

房
、

二
〇

〇
五

・
四

）
九

頁
 

一
〇

 黒
岩
涙
香
『
黒
岩
涙
香
集
』（

筑
摩
書

房
、

二
〇

〇
五

・
四

）
十

頁
 

一
一

 
A ・

M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
ン
『
灰

色
の

女
』（

論
創
社
、
二
〇
〇
八
・

二
）
一
～

二
頁

 

一
二

 
A ・

M
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
ン
『
灰

色
の

女
』（

論
創
社
、
二
〇
〇
八
・

二
）
四
頁

 

一
三

 『
時
間
意
識
の
近
代
―
時
は
金
な

り
の
社

会
史

―
』（

法
政
大
学
出

版
局

、二
〇

〇
六

・
一
〇
）
一
二
五
頁

 

一
四

 『
時
間
意
識
の
近
代
―
時
は
金
な
り

の
社

会
史

―
』（

法
政

大
学

出
版

局
、
二

〇
〇

六
・

一
〇
）
一
二
五
～
一
二
六
頁

 

一
五

 橋
本
毅
彦
、
栗
山
茂
久
『
遅
刻
の

誕
生

 
近

代
日

本
に

お
け

る
時

間
意

識
の

形
成

』
 

六
頁

 

一
六

 
 中

村
尚
史
「
近
代
日
本
に
お
け

る
鉄
道

と
時

間
意

識
」（

橋
本
毅
彦
、
栗
山
茂

久
『

遅
刻
の
誕
生
 
近
代
日
本
に
お
け
る
時
間
意
識
の
形
成
』）

二
十
三
頁

 

一
七

 『
時
間
意
識
の
近
代
―
時
は
金
な

り
の
社

会
史

―
』（

法
政
大
学
出

版
局

、二
〇

〇
六

・
一
〇
）
一
四
六
頁

 

一
八

 『
遅
刻
の
誕
生
 
近
代
日
本
に
お

け
る
時

間
意

識
の

形
成

』一
八
〇
頁
を
参

考
に
し

た
。
 

一
九

 「
時
の
尊
さ
」（

青
木
季
子
作
詞

、
永

井
幸

次
作

曲
）（『

時
間

意
識

の
近

代
―

時
は

金
な
り
の
社
会
史
―
』（

法
政

大
学

出
版
局
、
二
〇
〇
六
・
一
〇
）
二
七
三
頁

）
 

二
〇

 「
金
よ
り
尊
い
時
間
」（

田
淵
巌

作
詞
、
永
井
幸
次
作
曲
）（『

時
間

意
識
の

近
代

―
時

は
金
な
り
の
社
会
史
―
』（

法
政
大

学
出

版
局

、
二

〇
〇

六
・

一
〇

）
二

七
三

頁
）

 

二
一

 『
時
間
意
識
の
近
代
―
時
は
金
な

り
の
社

会
史

―
』（

法
政
大
学
出

版
局

、二
〇

〇
六

・
一
〇
）
一
八
一
頁

 

二
二

 「
時
は
金
な
り
の
な
ぞ
」（『

遅
刻

の
誕
生
 
近
代
日
本
に
お
け
る
時
間
意
識
の

形
成
』

（
三
元
社
、
二
〇
〇
一
・
八
）
第
十
二
章
、
三
二
四
頁
）

 

二
三

 『
時
間
意
識
の
近
代
―
時
は
金
な

り
の
社

会
史

―
』（

法
政
大
学
出

版
局

、二
〇

〇
六

・
一
〇
）
二
九
〇
頁

 

二
四

 『
日
本
児
童
文
学
大
系
第
五
巻
小

川
未

明
集

』（
ほ

る
ぶ

出
版

、
一

九
七

七
・

一
一

）
 

二
五

 『
時
間
意
識
の
近
代
―
時
は
金
な

り
の
社

会
史

―
』（

法
政
大
学
出

版
局

、二
〇

〇
六

・
一
〇
）
二
九
三
頁

 

二
六

 萩
原
朔
太
郎
「
時
計
を
見
る
狂
人

」（「
新
作

家
」

一
九

三
一

年
五

月
号

）
 

 
 

こ
こ
で
は
初
出
を
引
用
し
た
。
西
本
が
挙
げ
て
い
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

 



－ 83 －

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

「
或
る
瘋
癲
病
院
の
部
屋
の
中
で
、
終
日
椅
子
の
上
に
坐
り
、
爲
す
こ
と
も
な
く
、

毎
日
時
計
の
指
針
を
凝
視
し
て
居
る
男
が
居
た
。お

そ
ら
く
世
界
中

で
、最

も
退
屈

な
、「

時
」
を
持
て
餘
し
て
居
る
人

間
が
此
處
に
居
る
、
と
私
は
思
つ
た
。
と
こ
ろ

が
反
對
で
あ
り
、院

長
は
次
の
や
う
に
話
し
て
く
れ
た
。こ

の
不
幸
な
人
は
、人

生
を
不
斷
の
活
動
と
考
へ
て
居
る
の
で
す
。そ

れ
で
一
瞬
の
生
も
無
駄

に
せ
ず
、貴

重
な
時
間
を
浪
費
す
ま
い
と
考
へ
、あ

あ
し
て
毎
日
、時

計
を
み
つ
め
て
居
る
の
で
す
。

何
か
話
し
か
け
て
ご
覽
な
さ
い
。
屹
度
腹
立
た
し
げ
に
呶
鳴
る
で
せ
う
。「

默
れ
！
 

い
ま
貴
重
な
一
秒
時
が
過
ぎ
去
つ
て
行
く
。

T
i
m

e
 
i
s
 
l
i
f
e
!
 
T

i
m

e
 
i
s
 
l
i
f
e
! 」と

。（
萩

原
朔
太
郎
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
第
一
巻
詩
集
』（

新
潮
社
、
一
九
五
九

・
四
））

 

二
七

 「
故

に
こ
の
「
自
註
」
は
、
実
に
は
詩
の
註
解
と
言
ふ
べ
き
も
の
で
な
く
、
か
う
し
た

若
干

の
詩
が
生
れ
る
に
至
る
迄
の
、作

者
の
準
備
し
た
心
の
ノ
ー
ト
を
、読

者
に
公
開

し
た

や
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
」
と
「
散
文
詩
自
註
」
の
前
書
で
述
べ
て
い
る
。（

萩
原

朔
太
郎
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
第
一
巻
詩
集
』（

新
潮
社
、
一
九
五
九

・
四
）
四
五
一

～
四

五
二
頁
）

 

二
八 

萩
原
朔
太
郎
『
萩
原
朔
太
郎
全
集
第
一
巻
詩
集
』（

新
潮
社
、
一
九

五
九
・
四
）

 

四
六

五
頁

 

二
九

 江
戸

川
乱
歩
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
十
巻

 幽
霊
塔
』（

講
談
社
、
一
九
七
九
・
二
）

 

二
二

八
～
二
二
九
頁

 

三
〇

 江
戸

川
乱
歩
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
十
巻

 幽
霊
塔
』（

講
談
社
、
一
九
七
九
・
二
）

 

一
六

〇
頁

 


