
複
雑
な
原
稿
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
た
宮
沢
賢
治
の
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」

（
八
十
三
枚
の
草
稿
が
現
存
、
初
出
は
壼
呂
澤
賢
治
全
集
第
三
巻
」
、
文
圃

堂
書
店
一
九
三
四
年
十
月
）
は
、
綿
密
な
校
訂
作
業
を
経
た
言
新
一
校
本

宮
澤
賢
治
全
集
」
（
筑
摩
書
房
一
九
九
五
年
五
月
～
二
○
○
九
年
三
月
）
が

刊
行
さ
れ
た
今
日
、
四
種
類
の
形
態
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
。
生
成
過
程
の

三
つ
の
初
期
形
（
第
一
次
稿
～
第
三
次
稿
）
と
最
終
形
（
第
四
次
稿
）
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
比
較
や
、
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ッ

ク
研
究
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、
高
橋
世
識
氏
は
、
賢
治
に
よ
る

推
敲
過
程
そ
の
も
の
に
着
目
し
、
「
《
「
消
し
去
る
」
行
為
》
こ
そ
、
賢
治
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
根
幹
」
で
あ
る
と
し
て
、
文
字
を
消
し
て
書
く
行
為
そ
の

（
１
｝

も
の
が
、
映
像
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
映
画

（
映
像
）
は
、
毎
秒
二
十
四
コ
マ
（
賢
治
が
観
て
い
た
当
時
の
サ
イ
レ
ン
ト

映
画
は
十
八
コ
マ
）
の
ス
ピ
ー
ド
で
静
止
画
を
連
続
で
映
写
し
て
い
る
が
、

宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
視
覚
性

序

ｌ
ア
ニ
メ
版
と
の
比
較
か
ら
Ｉ

コ
マ
と
コ
マ
の
間
に
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
下
り
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
に
は
瞬
間
的

な
暗
黒
が
映
さ
れ
る
。
そ
の
何
も
な
い
闇
の
時
間
に
残
像
効
果
が
働
き
、
映

像
が
動
い
て
見
え
る
の
で
あ
る
。
映
画
と
は
、
残
像
現
象
を
利
用
し
て
、

－
２
｝

我
々
観
客
に
「
運
動
イ
メ
ー
ジ
」
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ

う
。
イ
メ
ー
ジ
が
現
れ
る
と
同
時
に
修
正
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
消
し
て
書

く
、
ま
た
消
し
て
書
く
の
繰
り
返
し
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
九
一
七

年
に
、
現
在
確
認
で
き
る
日
本
初
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
を
制
作
し
た
下

川
凹
天
は
当
時
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
制
作
の
状
況
を
回
想
し
、
「
撮
影
技
師

（
３
）

を
前
に
立
た
せ
て
黒
板
に
白
墨
で
一
々
描
い
た
も
の
で
す
。
」
と
述
べ
て
い

る
。
教
本
も
な
く
、
ま
さ
に
試
行
錯
誤
で
国
産
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
制
作
が

始
ま
っ
た
時
代
、
紙
に
描
写
す
る
ペ
ー
パ
ー
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に
、

黒
板
に
直
接
描
画
す
る
「
黒
板
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
形
式

が
模
索
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
“
賢
治
の
「
消
し
て
書
く
」
行
為
は
、
映
画

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
こ
の
高
橋
氏
の
興
味
深
い
論
考
は
、

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
、
宮
沢
賢
治
作
品
、
そ
し
て
、
そ
の
想
像
力
を
論
じ
る
う

え
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

橲

美
智
章
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「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
映
画
的
な
側
面
、
「
視
覚
性
」
と
は
何
な
の
だ
ろ
う

か
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
映
画
と
し
て
捉
え
る
松
尾
麻
子
氏
は
「
ジ
ョ
バ

ン
ニ
を
と
ら
え
る
視
点
は
、
カ
メ
ラ
を
通
し
て
私
達
観
客
が
見
て
い
る
も

の
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
カ
メ
ラ
（
及
び
カ
メ
ラ
ワ
ー

ー
４
）

ク
）
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
当
然
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
脚
本
や
絵
コ
ン
テ
で
は
な
い
の
で
、
カ
メ

ラ
ワ
ー
ク
の
指
定
な
ど
は
な
い
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
映
画
と
し
て
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
我
々
読
者
が
映
画
と
い
う
も
の
を
内
面
化
し
て
い

る
た
め
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
当
然
、
現
在
の
我
々
が
目
に
し
て
い
る
映
画

と
賢
治
が
観
て
い
た
頃
の
映
画
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
銀
河
鉄
道
の

夜
」
に
映
画
の
影
響
を
見
る
な
ら
ば
、
賢
治
が
目
に
し
て
い
た
映
画
を
分
析

し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」

賢
治
の
実
弟
で
あ
る
宮
沢
清
六
氏
に
よ
る
と
、
賢
治
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ

本
論
で
は
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
見
ら
れ
る
映
画
の
影
響
を
明
ら
か
に

し
、
従
来
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ア
ニ
メ
版
「
宮
沢
賢
治
銀
河
鉄

道
の
夜
」
（
杉
井
ギ
サ
ブ
ロ
ー
監
督
、
グ
ル
ー
プ
タ
ッ
ク
一
九
八
五
年
、
以

下
ア
ニ
メ
版
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
）
の
分
析
を
行
う
。
原
作
小
説
と
の
比
較

考
察
を
通
し
て
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
「
視
覚
性
」
が
ア
ニ
メ
版
「
銀
河

鉄
道
の
夜
』
に
お
い
て
い
か
に
受
容
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
。

｜
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
‐
一
に
お
け
る
語
り
手
と
映
画
の
影
響

ン
・
タ
ッ
カ
ー
監
督
「
ミ
ラ
ク
ル
マ
ン
」
（
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
一
九
一
九
年
、

日
本
で
の
封
切
は
一
九
一
二
年
）
や
ヴ
ェ
ク
タ
ー
・
フ
レ
ミ
ン
グ
監
督
「
肉

体
の
道
』
（
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
一
九
二
七
年
）
と
い
っ
た
作
品
を
清
六
氏
と
一

一
５
）

緒
に
見
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、
清
六
氏
は
「
賢
治
は
ル
ビ
ッ
チ
や
ム
ル
ナ

ウ
の
監
督
し
た
、
エ
ミ
ー
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の
も
の
を
何
篇
か
見
た
と
み
え

ま
し
て
、
宝
ミ
・
ヤ
ン
は
な
か
な
か
い
い
も
ん
だ
よ
。
エ
ミ
・
ヤ
ン
を
一

し
ょ
に
見
に
行
こ
う
。
芒
と
賢
治
に
誘
わ
れ
「
肉
体
の
道
』
を
見
に
行
っ
た

と
き
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
回
想
し
て
い
る
。

こ
こ
で
出
て
く
る
「
ム
ル
ナ
ウ
の
監
督
し
た
、
エ
ミ
ー
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス

の
も
の
」
と
は
、
日
本
で
は
一
九
二
六
年
に
公
開
さ
れ
た
Ｆ
・
Ｗ
・
ム
ル
ナ

ウ
監
督
『
最
後
の
人
」
（
一
九
二
四
年
、
日
本
で
の
封
切
は
一
九
二
六
年
）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
最
後
の
人
」
は
サ
イ
レ
ン
ト
映
画
で
あ
り
な
が

ら
、
字
幕
を
廃
し
た
演
出
が
特
徴
で
、
ム
ル
ナ
ウ
の
代
表
作
と
し
て
も
名
高

い
作
品
で
あ
る
。
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
は
『
最
後
の
人
」
を

評
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ム
ル
ナ
ウ
は
、
言
取
後
の
人
』
を
演
出
し
た
時
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
移

動
が
で
き
る
全
自
動
撮
影
機
を
自
由
に
使
用
し
て
い
た
。
こ
の
映
画

兄
が
だ
ま
っ
て
沈
黙
し
て
何
も
言
わ
な
か
っ
た
時
は
、
必
ず
彼
が
何
か

の
点
で
感
動
し
、
或
い
は
深
い
意
味
の
あ
る
と
き
だ
っ
た
こ
と
に
気
が

一
ゞ
６
｝

つ
い
た
の
で
す
。
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巧
み
な
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
、
エ
ミ
ー
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の
表
情
や
全
身
の
演

技
に
よ
っ
て
こ
の
映
画
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
映
像
の
み
で
進
行
す
る
物
語

は
、
よ
り
自
由
に
観
客
が
映
像
を
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

賢
治
が
「
だ
ま
っ
て
沈
黙
し
て
何
も
言
わ
な
か
っ
た
時
は
、
必
ず
彼
が
何
か

の
点
で
感
動
し
、
或
い
は
深
い
意
味
」
が
あ
っ
た
と
い
う
が
、
賢
治
は
沈
黙

し
、
「
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
」
か
ら
捉
え
ら
れ
る
エ
ミ
ー
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の

表
情
や
演
技
か
ら
物
語
を
読
み
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
こ
う
し
た
映
画
の
影
響
を
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
ど
の
よ
う
な
部

分
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
畑
英
理
氏
や
中
村
三
春
氏

（
８
）

に
よ
っ
て
詳
細
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の

特
徴
の
一
つ
に
、
比
瞼
表
現
、
特
に
直
嶮
の
多
彩
さ
が
あ
る
。
「
歌
ふ
や
う

に
」
「
箒
の
や
う
だ
」
の
よ
う
に
、
助
動
詞
「
や
う
だ
」
が
多
数
用
い
ら
れ

て
お
り
、
こ
う
し
た
表
現
は
、
六
章
以
降
の
銀
河
鉄
道
に
乗
り
込
ん
で
か
ら

の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
で
特
に
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
（
カ
ム

パ
ネ
ル
ラ
が
恥
引
用
者
注
）
ど
こ
か
苦
し
い
と
い
ふ
ふ
う
で
し
た
」
「
ジ
ョ

バ
ン
ニ
は
、
口
笛
を
吹
い
て
い
る
や
う
な
さ
び
し
い
口
付
き
で
」
と
い
っ

た
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
寄
り
添
う
語
り
手
の
観
察
に
よ
る
表
現
も
そ
の
特
徴
で

子
の
つ
ゐ
少
」
い
』
え
る
こ

は
、
執
勧
な
ま
で
に
随
所
で
パ
ン
、
移
動
撮
影
、
傭
戯
撮
影
な
ど
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
た
ん
に
映
像
に
よ
る
叙
述
に
完
全
な
流
動
性
を
与
え

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
観
客
が
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
事
件
の
成
行
き

言
ｊ
）

を
見
守
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
視
覚
性

直
瞼
表
現
が
多
く
な
る
銀
河
鉄
道
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
ヘ
と
続
く
五
章
以
降

は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
主
観
（
あ
る
い
は
語
り
手
と
区
別
の
つ
か
な
い
表
現
）

も
増
加
す
る
。
例
え
ば
、
天
気
輪
の
柱
を
眺
め
る
丘
の
表
現
で
あ
る
。
第
四

章
で
は
「
ま
も
な
く
ジ
ョ
バ
ン
’
一
は
黒
い
丘
の
方
へ
急
ぎ
ま
し
た
」
と
黒
い

丘
へ
と
急
ぐ
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
語
り
手
の
視
点
で
語
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
続

く
第
五
章
で
は
丘
は
「
ぼ
ん
や
り
ふ
だ
ん
よ
り
も
低
く
連
っ
て
見
え
ま
し

た
」
と
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
身
体
を
通
し
て
見
た
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
主
観
の
よ

う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
映
画
で
い
う
な
ら
ば
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の

主
観
シ
ョ
ッ
ト
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
身
体
を
通
し
て
見
ら
れ
た
主
観
シ
ョ
ッ
ト
は
、
当
然
、
客

観
シ
ョ
ッ
ト
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
意
識
的
に
し
ろ
、
無
意
識
的
に
し

る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
視
点
で
描
か
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
黒
い
丘
は
、
ジ
ョ
バ

ン
ニ
に
と
っ
て
「
ぼ
ん
や
り
ふ
だ
ん
よ
り
も
低
く
連
な
っ
て
」
見
え
た
の
で

あ
る
。
一
方
、
客
観
シ
ョ
ッ
ト
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
「
銀
河
鉄
道
の

夜
」
の
語
り
手
Ⅱ
カ
メ
ラ
・
ア
イ
と
す
る
読
み
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ

に
は
ひ
と
つ
の
問
題
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、

「
ぢ
ゃ
さ
よ
な
ら
・
」
女
の
子
が
ふ
り
か
へ
っ
て
二
人
に
云
ひ
ま
し
た
。

「
さ
よ
な
ら
・
」
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
ま
る
で
泣
き
出
し
た
い
の
を
こ
ら
へ
て

怒
っ
た
や
う
に
ぶ
つ
き
り
棒
に
云
ひ
ま
し
た
。
女
の
子
は
い
か
に
も
つ

ら
さ
う
に
眼
を
大
き
く
し
て
も
一
度
こ
っ
ち
を
ふ
り
か
へ
っ
て
そ
れ
か

ら
あ
と
は
も
う
だ
ま
っ
て
出
て
行
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
汽
車
の
中
は

も
う
半
分
以
上
も
空
い
て
し
ま
ひ
俄
か
に
が
ら
ん
と
し
て
さ
び
し
く
な

四
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と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
に
つ
い
て
議
論
し

た
後
に
、
か
ほ
る
達
が
銀
河
鉄
道
を
降
車
す
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
で
あ
る
が
、

語
り
手
Ⅱ
カ
メ
ラ
・
ア
イ
と
し
た
場
合
に
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
「
怒
っ
た
や
う

に
」
見
え
た
の
は
何
故
か
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
の
は
何
者
か
と
い
う
問

題
が
浮
上
す
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
泣
き
出
し
た
い
の
を
こ
ら
へ
て
」
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
た
だ
「
ぶ
つ
き
り
棒
」
に
答
え
た
だ
け
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
は
「
シ
チ
ュ
ア
シ
オ
ン
ー
』
に
お
い
て
、
モ
ー
リ
ヤ

ッ
ク
の
対
象
人
物
の
心
理
に
ま
で
分
け
入
る
認
知
主
体
で
あ
る
「
神
の
視

点
」
を
批
判
し
、
ド
ス
・
パ
ソ
ス
の
知
覚
主
体
で
あ
る
「
鏡
の
向
こ
う
側
の

（
９
）

男
」
を
評
価
し
て
い
る
（
〕
「
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
お
け
る
語
り
手
は
「
神
の

視
点
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
「
鏡
の
向
こ
う
側
の
男
」
Ⅱ
カ
メ
ラ
・

ア
イ
な
の
だ
ろ
う
か
。
中
村
氏
は
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
校
正
過
程
、
物

語
内
の
論
争
の
分
析
を
通
し
て
「
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
は
、
幾
つ
も
の
局

面
に
亙
る
豊
饒
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
彩
ら
れ
て
お
り
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ

る
こ
と
こ
そ
が
、
文
芸
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
核
心
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ

｛
、
）る

」
の
だ
と
主
張
す
る
。

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
映
画
の
影
響
を
見
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う

な
「
神
の
視
点
」
と
も
「
鏡
の
向
こ
う
側
の
男
」
Ⅱ
カ
メ
ラ
・
ア
イ
と
も
区

別
の
つ
か
な
い
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
孕
ん
だ
語
り
手
の
存
在
に
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
賢
治
は
一
本
の
完
結
し
た
劇
映
画
だ
け
で
な
く
、
フ
ィ
ル
ム

を
爆
の
よ
う
に
繋
ぎ
合
わ
せ
た
上
に
、
映
像
と
関
係
の
な
い
説
明
が
入
る
よ

り
風
が
い
つ
ぱ
い
に
吹
き
込
み
ま
し
た
。

（
ｕ
）

う
な
「
檸
映
画
」
を
見
て
い
る
。
例
え
ば
、
賢
治
と
清
六
氏
は
「
最
も
新
し

い
欧
州
大
戦
争
の
実
写
」
と
題
さ
れ
た
「
襟
映
画
」
を
見
て
い
る
。
そ
れ
は

ヨ
こ
れ
よ
り
女
性
タ
ン
ク
の
大
活
躍
…
。
：
」
と
い
う
説
明
者
の
セ
リ
フ
と
同

時
に
、
女
性
と
い
う
そ
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
菱
形
の
戦
車
が
一
台
、
左
か
ら

右
へ
の
そ
の
そ
と
歩
き
、
”
天
国
と
地
獄
“
の
勇
ま
し
い
伴
奏
に
つ
れ
て
、

ま
た
同
じ
も
の
が
左
か
ら
現
わ
れ
」
る
と
い
う
映
像
を
四
、
五
回
繰
り
返
す

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
戦
場
で
大
活
躍
し
て
い
る
は
ず
の

戦
車
の
側
に
、
煙
草
を
く
わ
え
た
将
校
が
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
笑
い
か
け
て

（
哩
）

い
る
姿
が
写
っ
て
い
た
と
い
う
。
賢
治
は
そ
の
よ
う
な
異
な
る
フ
ィ
ル
ム
が

繋
ぎ
合
わ
さ
れ
、
本
来
の
映
像
と
は
異
な
る
字
幕
や
説
明
が
入
れ
ら
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
「
檸
映
画
」
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
は
、
「
（
〔
略
〕
ぼ
く
は
ど
ん
な
に
、
つ
ら
か
っ
た
か

わ
か
ら
な
い
。
）
」
な
ど
、
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
心
中

語
と
区
別
し
て
、
（
）
で
括
ら
れ
た
直
接
的
な
真
理
描
写
が
僅
か
で
は
あ

る
が
存
在
す
る
。
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
ジ
ョ
バ
ン
’
一
の
内
面
は
本
当

に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
心
情
と
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
。
表
情
と
心
情
が
一
致
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
語
り
手
の
設
定
は
カ
メ
ラ
・
ア
イ
や
「
神
の
視

点
」
と
い
っ
た
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を

孕
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
銀
河
鉄
道
の

夜
」
そ
れ
自
体
が
、
賢
治
が
観
て
い
た
エ
ミ
ー
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の
映
画
の

よ
う
に
、
「
観
客
（
読
者
と
が
自
由
に
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
込
ん
で
い
く
こ
と

を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
、
異
な
る
フ
ィ
ル
ム
が
繋
ぎ
合
わ
さ

れ
、
映
像
と
関
係
の
な
い
字
幕
が
付
さ
れ
、
活
動
弁
士
が
説
明
す
る
「
檸
映

四
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「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
か
映
像
化
、
視
覚
芸
術
化
さ

れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
藤
城
清
治
氏
に
よ
る
影
絵
劇
（
初
演

は
一
九
五
六
年
）
、
ま
す
む
ら
ひ
ろ
し
氏
の
漫
画
『
銀
河
鉄
道
の
夜
ｌ
賢
治

に
一
番
近
い
光
』
（
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
一
九
八
三
年
八
月
）
、
ア
ニ
メ
版
『
銀
河

鉄
道
の
夜
』
、
秋
原
正
俊
監
督
の
映
画
『
銀
河
鉄
道
の
夜
胃
四
昌
煙
胃
庸
〔
ｇ

①
蔚
昌
ご
」
（
カ
エ
ル
ヵ
フ
ェ
ニ
○
○
六
年
）
、
あ
る
い
は
、
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

タ
ー
の
Ｋ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｙ
Ａ
氏
に
よ
る
全
編
Ｃ
Ｇ
の
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
番
組
『
銀

河
鉄
道
の
夜
ｌ
國
冒
遣
召
胃
。
農
ョ
胃
旨
『
の
ｌ
』
（
六
ン
ｏ
シ
く
ン
聾
昌
。
二

○
○
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
演
劇
化
や
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
化
も
盛
ん
に

行
わ
れ
て
お
り
、
絵
本
作
品
な
ど
も
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

こ
の
よ
う
な
作
品
の
な
か
で
も
、
特
に
有
名
な
も
の
は
、
杉
井
ギ
サ
ブ
ロ

ー
監
督
の
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
』
で
あ
ろ
う
。
毎
日
映
画
コ
ン
ク
ー

（
過
）

ル
で
、
大
藤
信
郎
賞
を
受
賞
し
た
本
作
は
、
映
画
評
論
家
の
淀
川
長
治
氏
が

興
行
を
気
に
せ
ず
「
純
粋
」
に
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
映
像
化
し
た
作
品
と

（
胆
）

し
て
絶
賛
し
た
よ
う
に
、
現
在
で
も
評
価
の
高
い
、
「
大
人
」
の
鑑
賞
に
も

画
」
の
よ
う
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
孕
ん
だ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
〔
』
「
銀
河

鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
語
り
は
、
映
画
に
お
け
る
カ
メ
ラ
、
そ
れ
だ
け
で
な

く
字
幕
や
活
動
弁
士
の
役
割
ま
で
も
担
わ
さ
れ
た
文
章
で
あ
り
、
読
む
者
に

よ
っ
て
、
二
度
目
、
三
度
目
と
そ
の
と
き
ど
き
に
よ
っ
て
、
多
様
な
読
み
の

可
能
性
を
開
く
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
ア
｜
｜
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
』

宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
視
覚
性

耐
え
う
る
ア
ニ
メ
映
画
な
の
で
あ
る
。
本
項
で
は
、
ア
ニ
メ
版
『
銀
河
鉄
道

の
夜
」
を
中
心
に
見
て
い
き
た
い
□

ア
ニ
メ
版
『
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
擬
人
化
さ
れ
た
猫

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
監
修
を
務
め
た
ま
す
む
ら
ひ
ろ
し
氏

が
漫
画
化
の
際
に
施
し
た
脚
色
で
あ
る
が
、
登
場
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
猫
で
描

く
こ
と
に
は
強
い
批
判
も
あ
っ
た
。
宮
沢
賢
治
研
究
者
か
ら
の
「
賢
治
が
人

で
書
い
た
も
の
を
、
な
ぜ
、
猫
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？
猫
で

（
喝
）

や
る
必
然
性
が
な
い
」
と
い
う
批
判
な
ど
で
あ
る
。
確
か
に
、
賢
治
の
原
作

に
は
ど
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
も
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
猫
で
あ

る
と
い
っ
た
描
写
や
、
そ
れ
を
う
か
が
わ
せ
る
描
写
は
存
在
し
な
い
。
ま

た
、
幼
少
時
に
ア
ニ
メ
版
で
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
存
在
を
知
っ
た
観
客

（
読
者
）
が
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
猫
で
あ
る
と
誤
解
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
も
存
在
す
る
。
児
童
向
け
ア
ニ
メ
の
影
響

の
大
き
さ
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
読
み
に
少

な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
ニ
メ

版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
』
を
、
観
客
（
読
者
）
に
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
魅
力

を
伝
え
る
、
原
作
小
説
へ
の
入
口
と
し
て
考
え
た
場
合
、
上
記
の
問
題
は
実

際
の
読
書
行
為
に
よ
っ
て
ク
リ
ア
で
き
る
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ニ
メ
版

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
、
姿
形
は
猫
で
あ

る
が
、
四
つ
足
で
歩
く
こ
と
は
な
く
、
そ
の
仕
草
は
ま
る
で
人
間
の
子
ど
も

の
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
感
情
や
表
情
も
豊
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
一

概
に
、
原
作
に
登
場
し
な
い
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
描
か
れ
て
い
る
か
ら
、

原
作
小
説
の
魅
力
を
大
き
く
減
じ
さ
せ
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
だ
ろ

四
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こ
こ
で
、
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
側
か
ら
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
ア
ニ
メ
化
す
る
企
画
は
、

実
は
一
度
頓
挫
し
て
い
る
。
ア
ニ
メ
版
を
監
督
し
た
杉
井
ギ
サ
ブ
ロ
ー
氏
に

よ
る
と
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
化
の
企
画
自
体
は
映
画
完
成
の
七
～
八
年
前
か

ら
存
在
し
て
お
り
、
当
初
は
、
企
画
発
案
者
で
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
だ
っ
た
田

代
敦
已
氏
と
と
も
に
、
人
間
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
の
ア
ニ
メ
化
を
考
え
て
い

た
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
考
え
出
し
て
も
、
「
人
間
の

少
年
を
創
っ
て
し
ま
う
と
ど
う
し
て
も
一
少
年
の
物
語
に
な
っ
て
し
ま
う
」

と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
り
、
一
日
一
は
ア
ニ
メ
化
を
断
念
し
た
の
だ
と
語
っ
て

（
肥
｝

い
る
。

先
ほ
ど
、
原
作
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
登
場
人
物
が
猫
で
あ
る
こ
と
を
示

す
描
写
が
な
い
と
い
う
点
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
や

（
Ⅳ
）

カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
容
貌
に
関
す
る
具
体
的
な
描
写
は
、
最
終
形
に
は
一
切
存

萢
勾
ノ
Ｏ

一
方
で
、
「
単
な
る
子
ど
も
向
け
の
ア
’
一
メ
じ
ゃ
な
い
か
」
と
ア
ニ
メ
版

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
を
無
視
し
、
学
術
研
究
の
俎
上
に
載
せ
な
い
こ
と
も
可

能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
論
で
は
、
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」

も
杉
井
ギ
サ
ブ
ロ
ー
監
督
、
脚
本
の
別
役
実
氏
、
そ
の
他
ス
タ
ッ
フ
達
の
解

釈
を
映
画
と
し
て
提
示
し
た
映
像
作
品
と
し
て
捉
え
、
分
析
を
進
め
て
い
き

た
い
。

三
、
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

と
い
っ
た
（
）
で
括
ら
れ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
直
接
的
な
内
面
描
写
が
大
幅

に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
初
期
形
三
で
は
（
）
で
括
ら
れ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の

内
面
描
写
が
二
十
七
箇
所
確
認
で
き
る
が
、
最
終
形
で
は
十
箇
所
に
ま
で
削

除
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
賢
治
は
同
時
代
の
エ
ミ
ー

ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の
映
画
や
「
樺
映
画
」
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
孕
ん

在
し
な
い
。
初
期
形
で
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
「
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
ふ
だ
ん
着
」
（
初

期
形
三
）
を
着
て
い
る
描
写
や
、
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
「
せ
い
だ
っ
て
高
い
し

（
中
略
）
い
ま
は
も
う
一
番
で
級
長
で
」
、
瞳
が
「
黒
い
」
（
初
期
形
三
）
と

い
っ
た
表
現
、
ま
た
ザ
ネ
リ
は
「
顔
の
赤
い
、
新
ら
し
い
え
り
の
尖
っ
た
シ

ャ
シ
を
着
た
小
さ
な
子
」
（
初
期
形
三
）
で
あ
る
と
い
っ
た
具
体
的
な
描
写

が
存
在
し
て
い
た
が
、
最
終
形
で
は
こ
れ
ら
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ム
パ
ネ
ル

ラ
の
容
貌
に
関
す
る
描
写
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、

（
ザ
ネ
リ
は
、
ど
う
し
て
ぼ
く
が
な
ん
に
も
し
な
い
の
に
、
あ
ん
な
こ

と
を
云
ふ
の
だ
ら
う
。
（
中
略
）
け
れ
ど
も
あ
ん
な
こ
と
を
い
ふ
の
は

ば
か
だ
か
ら
だ
。
）

（
ぼ
く
は
も
う
、
遠
く
へ
行
っ
て
し
ま
ひ
た
い
。
み
ん
な
か
ら
は
な
れ

て
、
ど
こ
ま
で
も
ど
こ
ま
で
も
行
っ
て
し
ま
ひ
た
い
。
（
中
略
）
ぼ
く

は
も
う
、
空
の
遠
く
の
遠
く
の
方
へ
、
た
っ
た
一
人
で
飛
ん
で
行
っ
て

し
ま
ひ
た
い
・
）

五
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だ
作
品
を
目
指
し
て
い
た
。
賢
治
は
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
推
敲
過
程
で

ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
直
接
的
な
内
面
描
写
を
削
ぎ
落
と
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

杉
井
監
督
は
、
そ
う
し
た
賢
治
の
推
敲
過
程
を
具
体
的
な
童
話
か
ら
の
抽

象
化
の
作
業
と
し
て
捉
え
、
こ
の
物
語
を
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
い
う
具
体
的
な
一

（
喝
）

人
の
少
年
の
物
語
で
は
な
く
、
「
誰
が
読
ん
で
も
自
分
に
当
て
は
ま
る
」
、
読

者
ひ
と
り
ひ
と
り
に
よ
っ
て
異
な
る
複
数
の
少
年
達
の
物
語
と
し
て
読
み
と

っ
た
の
で
あ
る
辰
』

そ
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
の
が
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
も
と
も

と
こ
の
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
「
原
案
」
と
し
て
ク
レ
ジ
ッ
ト
さ
れ
て
い

る
、
ま
す
む
ら
ひ
ろ
し
氏
の
漫
画
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
い
て
採
用
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
猫
に
よ
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
う
点
で
は

共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
ア
ニ
メ
版
と
漫
画
版
に
は
異
な
る
点
も
存
在
す

る
。
こ
こ
で
は
、
ア
ニ
メ
版
と
漫
画
版
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
比
較
か
ら
猫
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

ま
す
む
ら
氏
も
杉
井
監
督
同
様
「
賢
治
に
よ
っ
て
た
ぶ
ん
意
識
的
に
手
が

か
り
の
な
い
よ
う
に
書
か
れ
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
、
あ
の
永
遠
の
顔
を
壊
さ
な

い
た
め
に
も
、
人
以
外
の
生
き
も
の
で
描
く
と
い
う
行
為
に
、
必
然
性
は
あ

（
四
）

っ
た
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
、
猫
と
人
間
が
同
じ
言
葉
を
喋
る
空
想
世
界
を

（
鋤
〉

舞
台
と
し
た
「
ア
タ
ゴ
オ
ル
」
シ
リ
ー
ズ
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
す
る
ま
す
む

ら
氏
は
、
そ
の
「
人
以
外
の
生
き
も
の
」
に
猫
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
達
を
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
描
き
な
が
ら
も
、
賢
治
の
原

作
童
話
の
忠
実
な
漫
画
化
を
目
指
し
た
ま
す
む
ら
氏
の
漫
画
版
「
銀
河
鉄
道

の
夜
」
は
、
漫
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
の
特
徴
を
最
大
限
に
活
か
し
、
「
銀
河

宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
視
覚
性

鉄
道
の
夜
」
の
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
。

ま
す
む
ら
氏
は
「
猫
を
描
く
と
き
は
気
持
ち
が
入
る
が
、
人
間
を
描
こ
う

（
劃
）

と
す
る
と
ど
う
も
気
持
ち
が
入
ら
な
い
」
と
も
語
っ
て
い
る
が
、
擬
人
化
さ

れ
た
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
描
か
れ
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
達
登
場
人
物
は
服

も
き
ち
ん
と
着
て
お
り
、
泣
い
た
顔
や
嬉
し
い
顔
な
ど
、
ま
る
で
人
間
の
よ

う
に
非
常
に
表
情
豊
か
に
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
表
情
だ
け
で
な
く
、
マ

ン
ガ
な
ら
で
は
の
「
ド
キ
ン
ド
キ
ン
」
「
く
す
っ
」
と
い
っ
た

オ
ノ
マ
ト
ペ

「
描
き
文
字
」
に
よ
っ
て
も
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
喜
怒
哀
楽
が
描
写
さ
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
「
ぼ
く
は
そ
の
ひ
と
に
ほ
ん
と
う
に
気
の
毒
で
そ
し
て
す
ま

な
い
よ
う
な
気
が
す
る
」
、
「
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
だ
っ
て
あ
ん
な
女
の
子
と
お
も

し
ろ
う
そ
う
に
話
し
て
い
る
し
僕
は
ほ
ん
と
う
に
つ
ら
い
」
と
い
っ
た
原
作

で
は
（
）
で
括
ら
れ
て
い
た
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
内
面
描
写
が
、
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
の
心
の
中
の
気
持
ち
を
表
す
ふ
き
だ
し
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
直
接
的
な
描
写
で
は
な
い
が
、
銀
河
鉄
道
の
車

窓
か
ら
見
え
る
銀
河
の
様
子
は
、
絵
で
示
す
と
と
も
に
、

と
原
作
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
、
現
在
の
漫
画
で
は
め
ず
ら
し
い
地
の

水
は
ガ
ラ
ス
よ
り
も
水
素
よ
り
も
す
き
と
お
っ
て
／
と
き
ど
き
眼
の

加
減
か
ち
ら
ち
ら
と
紫
い
る
の
こ
ま
か
な
波
を
た
て
た
り
虹
の
よ
う
に

ぎ
ら
っ
と
光
っ
た
り
し
な
が
ら
声
も
な
く
ど
ん
ど
ん
流
れ
て
行
き
／
野

原
に
は
あ
っ
ち
に
も
こ
っ
ち
に
も
燐
光
の
三
角
標
が
立
っ
て
い
た
の
で

す
（
こ
こ
で
の
／
は
コ
マ
割
り
を
示
す
恥
引
用
者
注
）

五
一



一
方
、
ア
ニ
メ
版
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
達
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
、
漫
画
版
と
比
較

す
る
と
表
情
あ
る
い
は
心
情
表
現
が
稀
薄
で
あ
る
と
い
え
る
。
ま
ず
、

オ
ノ
マ
ト
０
べ

「
描
き
文
字
」
や
地
の
文
に
あ
た
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
存
在
し
な
い
。
例
え

ば
、
冒
頭
の
星
の
教
室
の
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
で
あ
る
。
漫
画
版
で
は
「
ジ
ョ
バ

ン
ニ
さ
ん
あ
な
た
は
分
か
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
」
と
先
生
に
指
名
さ
れ
た

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
ド
キ
ン
ド
キ
ン
」
と
し
、
代
わ
り
に
指
名
さ
れ
た
カ
ム
パ

ネ
ル
ラ
が
先
生
の
質
問
に
答
え
な
い
様
子
を
見
て
、
「
こ
の
ご
ろ
ぼ
く
が
朝

に
も
午
后
に
も
仕
事
が
つ
ら
く
学
校
に
出
て
も
も
う
み
ん
な
と
も
は
き
は
き

遊
ば
な
く
な
っ
た
の
で
気
の
毒
が
っ
て
わ
ざ
と
返
事
を
し
な
か
っ
た
ん
だ
」

と
考
え
、
地
の
文
に
よ
っ
て
「
そ
う
考
え
る
と
た
ま
ら
な
い
ほ
ど
じ
ぶ
ん
も

現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
ど
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
内
面
に
ま
で
分
け
入
る
語
り
も
同
じ
く
地
の
文
と
し

て
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漫
画
版
で
は
、
表
情
だ
け
で
な
く
、

オ
ノ
マ
。
ト
ペ

「
描
き
文
字
」
や
地
の
文
に
よ
っ
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
心
情
を
補
完
し
、
表

文
の
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
原
作
表
現
の
引
用
は
客
観
描
写
だ
け
で
は
な

、

く

ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
な
に
か
大
変
さ
び
し
い
よ
う
な
か
な
し
い
よ
う
な
気

が
し
て
だ
ま
っ
て
正
面
の
時
計
を
見
て
い
ま
し
た

ジ
ョ
バ
ン
ニ
も
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
も
い
ま
ま
で
忘
れ
て
い
た
い
ろ
い
ろ
の

こ
と
を
思
い
出
し
て
胸
が
熱
く
な
り
ま
し
た
。

と
語
り
手
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
箇
所
も
、
「
《
そ
う
だ
、
ぼ
く
も
カ
ム
パ
ネ
ル

ラ
も
知
っ
て
い
た
ん
だ
。
い
つ
か
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
お
父
さ
ん
の
部
屋
で
、

一
緒
に
銀
河
の
本
を
見
た
こ
と
が
あ
る
…
…
》
」
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
モ
ノ
ロ

ー
グ
で
語
ら
れ
る
も
の
の
、
「
じ
ぶ
ん
も
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
も
あ
は
れ
な
や
う

な
気
が
す
る
」
と
独
白
す
る
こ
と
は
な
く
、
ザ
ネ
リ
の
「
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は

わ
か
っ
て
い
る
の
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
を
可
哀
相
に
思
っ
て
答
え
な
か
っ
た
ん

だ
」
と
い
う
台
詞
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
内
面
は
、
直

接
言
葉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
ほ
と

ん
ど
変
わ
る
こ
と
の
な
い
表
情
か
ら
読
み
取
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

表
情
の
問
題
に
関
し
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
み
て
い
き
た
い
。

カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
も
あ
わ
れ
な
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
し
た
」
と
補
足
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
ア
ニ
メ
版
で
は
答
え
ら
れ
な
い
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
が
示
さ
れ
る
だ
け
で
、
汗
を
掻
い
た
り
、
「
ド
キ
ン
ド
キ
ン
」
と
い
つ

オ
ノ
マ
・
卜
ぺ

た
「
描
き
文
字
」
で
そ
の
緊
張
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
原
作
で
は
、

そ
れ
を
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
が
忘
れ
る
筈
も
な
か
っ
た
の
に
、
す
ぐ
に
返
事

を
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
ご
ろ
ぼ
く
が
、
朝
に
も
午
后
に
も
仕
事
が

つ
ら
く
、
学
校
に
出
て
も
も
う
み
ん
な
と
も
は
き
は
き
遊
ば
ず
、
カ
ム

パ
ネ
ル
ラ
と
も
あ
ん
ま
り
物
を
云
は
な
い
や
う
に
な
っ
た
の
で
、
カ
ム

パ
ネ
ル
ラ
が
そ
れ
を
知
っ
て
気
の
毒
が
っ
て
わ
ざ
と
返
事
を
し
な
か
っ

た
の
だ
、
さ
う
考
へ
る
と
た
ま
ら
な
い
ほ
ど
、
じ
ぶ
ん
も
カ
ム
パ
ネ
ル

ラ
も
あ
は
れ
な
や
う
な
気
が
す
る
の
で
し
た
。

五
二



ま
た
、
漫
画
版
で
は
全
て
の
登
場
人
物
が
猫
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
ア
ニ
メ
版
で
は
青
年
、
か
お
る
、
た
だ
し
だ
け
が
人
間
の
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
で
描
か
れ
て
い
る
点
が
相
違
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
青
色
の
ジ
ョ
バ
ン

ニ
な
ど
、
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
濃
い
色
で
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

（
型
）

三
人
は
肌
色
、
そ
れ
も
通
常
の
肌
色
で
な
く
「
死
人
を
意
識
す
る
肌
色
」
と

な
っ
て
い
る
。
「
天
上
」
へ
と
向
か
う
た
め
に
銀
河
鉄
道
に
乗
り
込
ん
で
き

た
彼
ら
は
異
質
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
共
感
し
、
感
情
移
入
し
て
、
猫
（
Ⅱ
人
間
）
の
世

界
の
物
語
と
し
て
映
画
を
観
て
き
た
観
客
に
あ
る
種
の
シ
ョ
ッ
ク
、
混
乱
を

与
え
る
演
出
で
あ
る
と
い
え
る
。
原
作
で
は
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
青
年
や
か
お

る
と
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ア

ニ
メ
版
で
は
こ
の
論
争
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
青
年
達
三
人
と
ジ
ョ
バ
ン
ニ

を
異
な
る
者
と
し
て
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
対
立
を
宗
教
的
な
も
の

か
ら
、
す
で
に
生
き
方
を
決
め
て
い
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
違
和
へ
と

変
換
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

原
作
小
説
に
お
い
て
も
こ
の
「
ほ
ん
た
う
の
神
さ
ま
」
を
め
ぐ
る
論
争
は

決
着
し
な
い
。
ま
た
、
「
ほ
ん
た
う
の
さ
い
は
ひ
」
を
目
指
す
カ
ム
パ
ネ
ル

ラ
と
の
道
行
も
実
現
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
尚
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
、
読

者
の
問
題
と
し
て
残
り
続
け
、
や
は
り
読
者
が
い
か
に
想
像
力
を
駆
使
し
て

「
読
む
」
か
と
い
う
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
感
情
の
直
接

的
な
表
現
を
削
ぎ
落
と
し
、
誰
に
で
も
当
て
は
ま
る
抽
象
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
を
目
指
し
て
生
み
出
さ
れ
た
ア
ニ
メ
版
の
擬
人
化
し
た
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
。
そ
れ
は
原
作
小
説
の
読
み
を
狭
め
る
も
の
で
は
な
く
、
「
銀
河
鉄
道
の

宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
視
覚
性

ま
た
、
ア
ニ
メ
史
の
文
脈
で
み
た
場
合
も
、
ア
ニ
メ
版
『
銀
河
鉄
道
の

夜
」
に
は
も
う
ひ
と
つ
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
動
き
」
が
少
な

い
、
静
的
な
（
印
象
の
あ
る
）
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
が
多
い
映
画
で
あ
る
と
い
う

点
で
あ
る
ｃ

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
ア
ニ
メ
版
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
お
い
て
、
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
が
動
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
作
画
監
督
を
務
め
た
江
口
摩

吏
介
氏
が
ス
タ
ッ
フ
座
談
会
に
お
い
て
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
は
「
特
に
前
半
な
ど

一
別
）

は
ほ
と
ん
ど
走
っ
て
ば
っ
か
り
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
劇

中
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
が
軽
や
か
に
街
の
中
を
駆
け
て
ゆ
き
、
そ
れ
を
カ
メ
ラ
ワ

ー
ク
で
捉
え
る
ア
ク
シ
ョ
ン
シ
ー
ン
は
存
在
す
る
。
ま
た
、
冒
頭
の
印
象
的

な
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
、
上
空
か
ら
傭
蠅
で
学
校
の
あ
る
丘
を
捉
え
た
カ
メ
ラ
が

ふ
わ
ふ
わ
と
地
上
に
近
づ
い
て
い
き
、
学
校
の
中
へ
と
入
っ
て
い
く
シ
ー
ク

ェ
ン
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
も

な
い
。
そ
れ
は
、
物
語
の
時
間
が
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
演
出
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

夜
」
の
「
読
み
」
に
観
客
を
参
入
さ
せ
る
た
め
の
演
出
で
あ
っ
た
。
同
時
に

そ
れ
は
、
「
漫
画
家
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
家
と
い
っ
た
映
像
型
の
人
間
に

と
っ
て
は
、
そ
ん
な
風
に
人
を
猫
に
変
え
て
で
も
描
き
た
い
ほ
ど
、
『
銀
河

（
謁
一

鉄
道
の
夜
」
と
い
う
怪
物
は
視
覚
的
魅
力
、
物
語
と
し
て
の
魅
惑
」
を
持
つ

作
品
で
あ
る
こ
と
を
示
す
証
左
で
も
あ
る
の
だ
。

四
、
ア
’
一
メ
版
『
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
け
る
時
間
の
演
出

五



児
童
向
け
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
ば
、
デ
ィ
ズ
ニ
ー
の
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
楽
し
い
音
楽
に
の
せ
、
明
快
な
ス
ト
ー
リ
ー

で
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
達
が
楽
し
く
動
く
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
押
井
守

が
「
ア
ニ
メ
は
子
供
の
見
る
も
の
だ
か
ら
、
三
分
ご
と
に
ア
ク
シ
ョ
ン
を
入

れ
ろ
と
か
、
カ
ッ
ト
を
パ
ッ
パ
ッ
と
変
え
ろ
と
か
、
絶
え
ず
ロ
ン
グ
か
ら
シ

（
濁
）

－
ン
を
始
め
る
と
か
」
と
指
導
さ
れ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ニ

メ
は
子
ど
も
を
飽
き
さ
せ
な
い
た
め
に
と
に
か
く
「
動
く
」
も
の
で
あ
っ

た
。
子
ど
も
達
を
惹
き
つ
け
る
要
素
と
な
り
得
る
肝
心
の
銀
河
鉄
道
も
、
光

の
中
か
ら
轟
音
と
と
も
に
ジ
ョ
バ
ン
ニ
に
向
か
っ
て
く
る
登
場
シ
ー
ン
こ

そ
、
大
迫
力
で
迫
っ
て
く
る
も
の
の
、
そ
の
他
は
白
鳥
の
停
車
場
の
シ
ー
ン

な
ど
で
し
か
、
そ
の
外
形
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
達

が
銀
河
鉄
道
に
乗
り
込
ん
で
か
ら
も
、
登
場
す
る
の
は
「
ボ
ン
ヤ
リ
と
明
る

（
溺
）

い
車
室
。
そ
の
ひ
と
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
・
」
と
い
う
よ
う
な
客
室
内
の
シ
ー
ク

ェ
ン
ス
ば
か
り
で
あ
る
。
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
さ
れ
、

当
時
大
ヒ
ッ
ト
し
た
松
本
零
士
の
漫
画
『
銀
河
鉄
道
９
９
９
」
、
そ
の
ア
ニ

メ
版
（
東
映
動
画
一
九
七
八
年
九
月
～
一
九
八
一
年
四
月
放
映
、
劇
場
版
の

公
開
は
一
九
七
九
年
）
で
描
か
れ
た
よ
う
な
、
満
天
の
銀
河
を
走
る
銀
河
鉄

道
は
描
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

銀
河
鉄
道
の
車
窓
か
ら
見
え
る
景
色
も
特
徴
の
あ
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
作
品
の
舞
台
が
夜
で
あ
る
た
め
、
外
の
景
色
は
暗
く
、
窓
は
観
客
に
幻

想
第
四
次
の
風
景
を
見
せ
る
ス
ク
リ
ー
ン
と
し
て
よ
り
も
、
車
内
に
座
る
ジ

ョ
バ
ン
ニ
達
の
顔
を
映
す
鏡
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
車
窓
を
流
れ
る
景
色

も
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
達
が
車
窓
か

ら
「
青
白
く
光
る
銀
色
の
空
の
す
す
き
」
を
眺
め
る
シ
ー
ク
ェ
ン
ス
で
は
、

列
車
の
進
行
に
合
わ
せ
て
画
面
の
右
か
ら
左
へ
と
流
れ
る
す
す
き
が
三
段
マ

（
”
）

ル
チ
で
近
景
、
中
景
、
遠
景
と
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
最
も
速
く
動
く

近
景
の
す
す
き
も
ゆ
っ
く
り
と
右
か
ら
左
へ
と
流
れ
る
の
み
で
あ
る
。
時
々

ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
画
面
内
を
移
動
す
る
三
角
標
も
、
画
面
手
前
か
ら
奥
へ
と

流
れ
た
り
、
列
車
の
進
行
方
向
と
は
関
係
な
く
流
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
銀

河
鉄
道
は
「
こ
の
汽
車
、
石
炭
を
た
い
て
な
い
ね
え
」
「
ア
ル
コ
ー
ル
か
電

気
だ
ろ
う
…
…
」
と
い
う
ジ
ョ
バ
ン
ニ
と
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
や
り
取
り
に
あ

る
よ
う
に
、
蒸
気
機
関
の
音
も
な
く
、
我
々
が
列
車
か
ら
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ

（
錫
）

う
な
疾
走
感
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
銀
河
鉄
道
の
車
内
の
シ
ー
ク

ェ
ン
ス
も
非
常
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
時
間
が
流
れ
る
よ
う
演
出
さ
れ
て
い

う
（
》
Ｃ

ま
た
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
達
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
今
一
度
注
目
し
て
み
る
と
、

元
気
に
走
り
回
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
何
か
を
見
つ
め
て
い
る
姿
が
印

象
的
で
あ
る
。
時
計
屋
の
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
中
の
星
座
早
見
盤
を
見
つ

め
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
、
銀
河
鉄
道
の
窓
ガ
ラ
ス
に
写
る
遠
く
を
見
つ
め
た
ジ

ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
の
顔
な
ど
、
印
象
に
残
る
よ
う
な
シ
ー
ク
ェ
ン

ス
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
印
象
を
抱
く
の
は
、
彼
等
の
表
情
が
あ
ま
り
表
に

出
な
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
江
口
氏
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
、
ジ
ョ
バ

（
湾
）

ン
二
は
「
キ
ョ
ト
ン
と
し
た
顔
」
「
ポ
ー
ッ
と
し
て
い
る
表
情
」
が
多
い
の

で
あ
る
。
人
間
よ
り
も
表
情
を
読
み
取
り
づ
ら
い
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ

る
こ
と
に
加
え
、
彼
等
に
は
、
ア
ニ
メ
に
お
い
て
感
情
を
表
現
す
る
重
要
な

顔
の
パ
ー
ツ
で
あ
る
眉
が
な
い
。
そ
の
た
め
、
眉
を
ひ
そ
め
て
心
配
そ
う
に

五
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し
た
り
、
眉
を
つ
り
上
げ
て
怒
る
こ
と
は
な
い
。
彼
等
の
微
妙
な
表
情
は
大

き
な
眼
と
小
さ
な
口
の
み
で
演
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ア
ニ
メ
版
『
銀

河
鉄
道
の
夜
」
の
公
開
の
前
年
に
は
、
宮
崎
駿
監
督
の
擬
人
化
さ
れ
た
犬
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
よ
る
『
名
探
偵
ホ
ー
ム
ズ
」
（
東
京
ム
ー
ビ
ー
新
社
一
九

八
四
年
三
月
）
が
公
開
さ
れ
て
い
る
が
、
ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ

は
、
ホ
ー
ム
ズ
や
モ
リ
ア
ー
テ
ィ
教
授
の
よ
う
に
、
全
身
を
使
っ
て
感
情
を

表
現
し
た
り
、
顔
を
く
し
ゃ
く
し
や
に
変
形
さ
せ
て
喜
怒
哀
楽
を
表
現
す
る

こ
と
も
な
い
。
百
面
相
の
よ
う
に
表
情
を
変
え
る
こ
と
も
な
い
。
ア
ニ
メ
版

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
は
、
「
う
れ
し
い
ん
だ
」
「
怒
っ
て
い
る
ん
だ
」
「
悲
し

い
ん
だ
」
「
楽
し
い
ん
だ
」
と
、
ア
ニ
メ
を
見
慣
れ
た
観
客
（
子
ど
も
達
）

が
パ
ッ
と
見
た
だ
け
で
分
か
る
よ
う
な
、
従
来
の
記
号
的
な
感
情
表
現
は
抑

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
《
』

ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
は
、
銀
河
の
旅
に
お
お
は
し
ゃ
ぎ
し
た

り
、
冒
険
し
た
り
と
い
う
よ
り
も
、
き
ち
ん
と
座
席
に
座
り
、
静
か
に
ぼ
ん

や
り
と
車
窓
を
眺
め
る
ば
か
り
で
あ
り
、
行
動
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
中
心

に
物
語
は
展
開
し
な
い
の
だ
□
従
来
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
「
動
き
」
を
中
心

と
し
て
き
た
ア
ニ
メ
と
は
趣
の
異
な
る
、
非
常
に
落
ち
着
い
た
画
面
作
り
が

成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
こ
う
し
た
、
車
窓
に
写
る
「
キ
ョ
ト
ン
と
し
た

顔
」
「
ポ
ー
ッ
と
し
て
い
る
表
情
」
の
ジ
ョ
バ
ン
ニ
達
の
顔
、
ゆ
っ
く
り
と

し
た
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
演
出
が
独
特
の
映
画
内
の

時
間
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
演
出
の
意
図
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
高
畑
勲
氏

は
、
こ
の
よ
う
な
ジ
ョ
バ
ン
ニ
達
の

宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
視
覚
性

（
釦
）

と
評
し
て
い
る
が
、
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
は
、
観
客
は
常
に
感

情
移
入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
§
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
「
シ
ネ

（
訓
）こ

の
中
で
、
古
典
的
な
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
は
「
感
覚
運
動
図
式
」
に
よ
っ

て
成
立
し
て
い
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
映
画
の
登
場
人
物
は
、
常
に
、
知
覚

し
、
情
動
が
起
こ
り
、
行
動
す
る
。
こ
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
行
動
に
よ
っ

て
、
物
語
は
進
ん
で
い
く
、
映
画
の
主
人
公
は
、
自
分
の
目
的
に
確
信
を
持

っ
て
お
り
、
目
的
に
向
か
っ
て
行
動
す
る
の
だ
。
そ
う
し
た
一
連
の
知
覚
Ｉ

情
動
ｌ
行
動
の
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
に
よ
っ
て
、
観
客
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
理
解

さ
せ
、
映
画
に
没
入
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
児
童
向
け
の
ア
ニ
メ
ー
シ

ョ
ン
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
明
快
で
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
達
の
喜
怒
哀
楽
が
一
目

で
「
分
か
る
」
よ
う
な
演
出
が
さ
れ
て
い
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
に
お
い
て
は
、
観
客
は
あ
の
ジ
ョ
バ
ン

ニ
の
車
窓
に
写
る
「
キ
ョ
ト
ン
と
し
た
顔
」
「
ポ
ー
ッ
と
し
て
い
る
表
情
」

に
出
会
う
と
そ
こ
で
立
ち
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
感
情
を

考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
常
に
そ
こ
で
中
断
が
発
生
す
る
の
だ
。
そ
の
た

め
、
観
客
は
常
に
自
身
の
感
情
を
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
投
影
し
、
考
え
る
こ
と

あ
ま
り
表
情
の
動
か
な
い
大
き
な
眼
は
、
自
分
の
心
の
動
き
を
表
現
す

る
窓
で
は
な
く
て
、
逆
に
見
る
者
の
思
い
入
れ
を
い
く
ら
で
も
吸
い
込

ん
で
し
ま
う
眼
な
ん
で
す
ね
。
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
み
た
い
に
。
あ
れ
は

能
面
な
ど
の
伝
統
に
つ
な
が
る
日
本
の
ア
ニ
メ
特
有
の
も
の
で
、
特
に

不
可
解
な
主
人
公
に
感
情
移
入
さ
せ
る
に
は
じ
つ
に
効
果
的
な
ん
で

す
心

五
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ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
』
は
、
小
説
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
忠
実
に

映
像
化
し
た
作
品
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
「
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
二
つ
の
眼
を

（
型
）

通
っ
て
彼
の
脳
裏
に
映
っ
た
映
像
」
で
も
、
作
者
宮
沢
賢
治
が
イ
メ
ー
ジ
し

た
映
像
を
忠
実
に
再
現
し
た
映
像
作
品
で
も
な
い
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
猫
で

あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
や
台
詞
も
改
変
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で

は
、
ア
ニ
メ
版
『
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
、
宮
沢
賢
治
の
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」

を
描
き
き
っ
た
と
は
言
え
ず
、
文
学
作
品
の
良
い
映
画
化
作
品
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
ア
ニ
メ
版
『
銀
河
鉄
道

の
夜
一
は
、
物
語
自
体
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
孕
み
重
層
的
な
意
味
を
持
つ
原

作
を
、
監
督
の
杉
井
ギ
サ
ブ
ロ
ー
氏
、
脚
本
の
別
役
実
氏
を
は
じ
め
、
映
画

ス
タ
ッ
フ
達
が
解
釈
し
た
読
み
を
提
示
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
杉
井
ギ
サ
ブ

ロ
ー
氏
は
「
映
画
は
風
景
も
含
め
た
映
像
全
体
か
ら
、
観
客
が
何
を
感
じ
取

る
か
が
大
切
で
あ
り
、
浮
彫
に
さ
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
伝
達
さ
れ
る
内

を
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

エ
ミ
ー
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の
無
声
映
画
を
観
る
と
き
の
よ
う
に
、
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
を
孕
ん
だ
語
り
手
に
よ
る
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
読
む
と
き
の
よ
う

に
、
観
客
は
受
動
的
に
映
像
を
眺
め
る
の
で
は
く
、
解
釈
に
参
加
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
な
し
か
け
が
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
』
に
は

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

結
び

（
羽
）

容
よ
り
、
圧
倒
的
に
質
が
高
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
述
べ
る
が
、
猫
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
、
映
画
内
の
「
時
間
」
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た

の
は
、
映
画
の
「
感
覚
運
動
図
式
」
に
亀
裂
を
入
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ

た
。
観
客
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
連
鎖
へ
の
没
入
を
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
身
の
感
情
を
ジ
ョ
バ
ン
ニ
や
カ
ム
パ
ネ
ル
ラ
に
投
影
し
、
彼
等
が
ど

の
よ
う
な
感
情
を
抱
い
て
い
る
の
か
を
類
推
す
る
よ
う
自
然
と
仕
向
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
』
も
、
多
様
な
解

釈
が
可
能
な
映
画
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
だ
。

（
鋤
）

ベ
ラ
・
バ
ラ
ー
ジ
ュ
も
そ
の
著
書
「
視
覚
的
人
間
』
に
お
い
て
、
賢
治
が

晶
眞
に
し
て
い
た
エ
ミ
ー
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

エ
ミ
ー
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
（
ド
イ
ツ
の
俳
優
。
一
八
八
四
’
一
九
五

○
）
は
、
或
る
映
画
（
「
す
べ
て
金
の
た
め
」
（
一
九
二
四
年
作
の
ド
イ

ツ
映
画
。
）
の
中
で
、
に
わ
か
成
金
、
つ
ま
り
も
っ
と
も
下
等
な
悪
徳

商
人
を
演
じ
る
。
ど
の
表
情
を
と
っ
て
み
て
も
、
ど
の
身
振
り
を
と
っ

て
み
て
も
、
彼
は
吸
血
鬼
で
あ
り
、
苛
酷
な
高
利
貸
で
あ
る
。
だ
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
！
ど
う
い
う
わ
け
か
彼
に
は
い
つ
も
人
々
の
同
情

を
よ
ぶ
点
が
あ
る
．
我
々
が
ど
う
し
て
も
愛
さ
な
い
で
は
お
れ
な
い
何

か
が
、
こ
の
顔
に
は
あ
る
。
（
中
略
）
我
々
が
彼
の
も
っ
と
も
下
品
な

表
情
の
中
に
そ
れ
を
最
初
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
、

ま
た
し
て
も
多
声
的
相
貌
の
一
つ
の
奇
跡
で
あ
る
。

五
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賢
治
が
目
指
し
た
の
は
こ
の
映
像
の
「
多
声
的
相
貌
」
で
は
な
か
っ
た

か
。
バ
ラ
ー
ジ
ュ
は
、
「
こ
の
同
時
性
は
言
葉
で
は
表
現
し
え
な
い
」
と
断

言
す
る
が
、
賢
治
は
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
「
神
の
視
点
」
と
も
、
カ
メ
ラ

・
ア
イ
と
も
と
れ
る
語
り
に
お
い
て
、
こ
の
「
多
声
的
相
貌
」
を
実
現
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
活
字
か
ら
得

た
想
像
力
を
具
体
的
な
映
像
に
落
と
し
込
ん
だ
も
の
が
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄

道
の
夜
」
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と

小
説
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
の
比
較
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
は
、
賢
治
作
品

に
対
す
る
映
画
の
影
響
が
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
、
賢
治
が

映
画
の
よ
う
な
小
説
を
目
指
し
、
小
説
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
単
純
に
カ
メ
ラ

・
ア
イ
を
持
ち
込
も
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
賢
治
は
同
時
代
の
エ
ミ
ー
ル
・
ヤ
ニ
ン
グ
ス
の
無
声
映
画
や
「
檸
映

画
」
の
秘
め
て
い
た
映
像
の
「
多
声
的
相
貌
」
を
、
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の

主
人
公
で
あ
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
の
直
接
的
な
内
面
描
写
を
削
ぎ
落
と
し
、
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
を
孕
ん
だ
語
り
手
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
指
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
喜
怒
哀
楽
を
抑
え
た
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
、
そ
し
て
「
時

間
イ
メ
ー
ジ
」
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
）
の
利
用
に
よ
っ
て
、
多
様
な
読
み
を
ア
ニ

メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
』
は
可
能
に
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で

（
お

ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
は
「
誰
が
読
ん
で
も
自
分
に
当
て
は
ま
る
」

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
、
映
像
に
よ
っ
て
表
現
し
た

優
れ
た
映
像
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
視
覚
性

注（
１
）
高
橋
世
識
「
感
覚
の
モ
ダ
ン
ー
朔
太
郎
・
潤
一
郎
・
賢
治
・

乱
歩
」
（
せ
り
か
書
房
二
○
○
三
年
十
二
月
）

（
２
）
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
著
、
材
津
理
・
齋
藤
範
訳
「
シ
ネ
マ
ー
＊

運
動
イ
メ
ー
ジ
」
（
法
政
大
学
出
版
局
二
○
○
八
年
十
月
）
、
ジ
ル
・

ド
ゥ
ル
ー
ズ
箸
、
宇
野
邦
一
・
石
原
陽
一
郎
・
江
澤
健
一
郎
・
大
原

理
志
・
岡
村
民
夫
訳
「
シ
ネ
マ
２
＊
時
間
イ
メ
ー
ジ
」
（
法
政
大
学

出
版
局
二
○
○
六
年
十
一
月
）

（
３
）
下
川
凹
夫
「
日
本
最
初
の
漫
画
映
画
製
作
の
思
い
出
」
二
活
動

之
世
界
』
一
九
一
六
年
一
月
）

ス
ク
リ
ー
ン

（
４
）
松
尾
麻
子
ヨ
銀
河
鉄
道
の
夜
』
ｌ
夢
幻
の
銀
幕
１
１
」
言
跡

見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報
」
一
九
九
一
年
三
月
）

（
５
）
宮
沢
清
六
「
兄
の
ト
ラ
ン
ク
」
（
筑
摩
書
房
一
九
八
七
年
九
月
）

（
６
）
前
掲
宮
沢
清
六
「
兄
の
ト
ラ
ン
ク
」

（
７
）
ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ク
ラ
カ
ウ
ア
ー
著
、
丸
尾
定
訳
「
カ
リ
ガ

リ
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
ヘ
ド
イ
ッ
映
画
１
９
１
８
１
１
９
３
３
に
お
け
る

集
団
心
理
の
構
造
分
析
」
（
み
す
ず
書
房
一
九
七
○
年
十
一
月
）

（
８
）
畑
英
理
「
宮
沢
賢
治
論
ｌ
比
嶮
的
性
格
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

（
「
立
教
大
学
日
本
文
学
」
一
九
八
二
年
七
月
）
、
中
村
三
春
「
修
辞

的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
ー
テ
ク
ス
ト
様
式
論
の
試
み
」
（
ひ
つ
じ
書
房
二

○
○
六
年
五
月
）

（
９
）
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
著
、
佐
藤
朔
訳
「
シ
チ
ュ
ァ
シ

オ
ン
ー
」
（
人
文
書
院
一
九
六
五
年
二
月
）

五
七



（
岨
）
中
村
三
春
『
係
争
中
の
主
体
漱
石
・
太
宰
・
賢
治
一
（
翰
林
書

房
二
○
○
六
年
二
月
）

（
ｕ
）
宮
沢
清
六
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
複
数
の
フ
ィ
ル
ム
を
繋
ぎ
合
わ

せ
た
映
画
を
「
裡
映
画
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
前
掲
、
宮
沢
清
六

「
兄
の
ト
ラ
ン
ク
」
参
照
。

（
吃
）
前
掲
宮
沢
清
六
「
兄
の
ト
ラ
ン
ク
」

（
旧
）
大
藤
信
郎
賞
は
、
毎
日
映
画
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
い
て
、
日
本
の

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
先
駆
者
で
あ
る
大
藤
信
郎
氏
を
称
え
て
一
九
六

二
年
に
創
設
さ
れ
た
賞
で
あ
り
、
日
本
で
最
も
権
威
の
あ
る
ア
ニ
メ

ー
シ
ョ
ン
映
画
賞
で
あ
る
。

（
Ｍ
）
淀
川
長
治
「
特
別
寄
稿
銀
河
鉄
道
の
夜
え
ら
い
こ
と
を
や
り
と

げ
た
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
」
（
「
キ
ネ
マ
旬
報
」
一
九
八
五
年
七
月
下

旬
号
）
。
淀
川
氏
は
、
「
こ
の
ア
ニ
メ
を
見
る
な
り
書
き
た
い
と
自
分

か
ら
名
の
り
出
た
。
自
分
か
ら
原
稿
を
書
き
た
い
と
雑
誌
社
に
た
の

ん
だ
の
は
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
の
「
家
族
の
肖
像
」
（
一
九
七
五
）
と

こ
れ
だ
け
で
あ
る
」
と
し
て
、
ア
ニ
メ
版
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
を
絶

賛
し
て
い
る
。

（
旧
）
ま
す
む
ら
．
ひ
ろ
し
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
乱
入
記
ｌ
僕
の
宮
沢

賢
治
体
験
」
（
ち
く
ま
新
書
一
九
九
八
年
五
月
）

（
焔
）
「
賢
治
映
画
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
夢
見
る
よ
う
に
視
点
を
遊
ば
せ
た

「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
」
二
宮
沢
賢
治
の
映
像
世
界
賢
治
は
ほ
と
ん
ど

映
画
だ
っ
た
』
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
一
九
九
六
年
十
月
）

（
Ⅳ
）
本
論
で
は
、
頁
新
一
校
本
宮
澤
賢
治
全
集
」
に
倣
い
、
第
四
次

槁
を
最
終
形
、
第
一
次
～
第
三
次
稿
を
そ
れ
ぞ
れ
初
期
形
一
～
初
期

形
三
と
す
る
ｃ

（
略
）
「
第
八
十
三
回
こ
の
人
に
話
を
聞
き
た
い
杉
井
ギ
サ
ブ
ロ

ー
」
（
「
ア
ニ
メ
ー
ジ
ュ
」
二
○
○
六
年
一
月
）

（
旧
）
前
掲
ま
す
む
ら
．
ひ
ろ
し
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
乱
入
記
ｌ
僕

の
宮
沢
賢
治
体
験
」

（
別
）
猫
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
あ
る
ナ
ゾ
ノ
・
ヒ
デ
ョ
シ
を
主
人
公
と

す
る
、
一
九
七
六
年
か
ら
一
九
八
一
年
ま
で
写
ン
ガ
少
年
」
に
連

載
さ
れ
た
「
ア
タ
ゴ
オ
ル
物
語
」
か
ら
始
ま
る
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
・

（
別
）
前
掲
ま
す
む
ら
．
ひ
ろ
し
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
乱
入
記
ｌ
僕

の
宮
沢
賢
治
体
験
」

（
躯
）
ス
タ
ッ
フ
座
談
会
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
宮
澤
賢
治
銀
河
鉄
道

の
夜
」
を
語
る
」
（
「
ァ
’
一
メ
ー
シ
ョ
ン
「
宮
沢
賢
治
銀
河
鉄
道
の

夜
」
設
定
資
料
集
」
、
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
一
九
八
五
年
八
月
）

（
羽
）
前
掲
ま
す
む
ら
。
ひ
ろ
し
「
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
乱
入
記
ｌ
僕

の
宮
沢
賢
治
体
験
」

（
別
）
前
掲
ス
タ
ッ
フ
座
談
会
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
宮
沢
賢
治
銀

河
鉄
道
の
夜
」
を
語
る
」

（
妬
）
吉
弘
幸
介
「
ア
ニ
メ
…
マ
ン
ガ
の
兄
弟
に
し
て
最
強
の
ラ
イ
バ

ル
（
５
）
」
含
○
冨
冒
四
○
ｚ
巨
ｚ
団
、
三
ｓ
ミ
ミ
君
君
．
冒
旦
目
．
８
壱
ご
◎
臭

房
○
ョ
三
．
建
届
里
呂
二
ｓ
ろ
’
○
琶
勇
ご
ｓ
震
．
言
ョ
、
二
○
二
年
三
月

十
日
更
新
記
事
、
二
○
二
年
三
月
二
十
八
日
参
照
）

（
恥
）
『
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
宮
沢
賢
治
銀
河
鉄
道
の
夜
演
出
台
本
＆
絵

五
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コ
ン
テ
集
」
（
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
一
九
八
五
年
八
月
）

（
”
）
ア
ニ
メ
に
お
け
る
マ
ル
チ
プ
レ
ー
ン
・
カ
メ
ラ
に
よ
る
撮
影
の

こ
と
。
近
景
、
中
景
、
遠
景
が
描
か
れ
た
三
枚
の
セ
ル
を
、
近
景
は

速
く
、
遠
景
は
ゆ
っ
く
り
と
、
別
々
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
動
か
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
遠
近
感
を
演
出
す
る
手
法
で
あ
る
。

（
躯
）
た
だ
し
、
銀
河
鉄
道
の
登
場
シ
ー
ン
、
白
鳥
の
停
車
場
の
シ
ー

ン
の
み
、
例
外
的
に
蒸
気
が
描
か
れ
、
蒸
気
機
関
の
音
も
加
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
原
作
小
説
に
お
い
て
銀
河
鉄
道
の
外
観
が
描
か
れ

て
い
な
い
点
に
関
し
て
は
、
映
画
の
セ
ッ
ト
を
意
識
し
た
表
現
で
あ

る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
が
、
当
時
す
で
に
バ
ス
タ
ー
・
キ
ー
ト
ン
の

「
キ
ー
ト
ン
将
軍
〔
「
キ
ー
ト
ン
の
大
列
車
追
跡
』
、
『
キ
ー
ト
ン
の
大

列
車
強
盗
』
〕
」
（
一
九
二
七
年
）
で
は
、
随
所
で
疾
走
す
る
機
関
車

が
描
か
れ
て
い
る
ｃ

（
羽
）
前
掲
ス
タ
ッ
フ
座
談
会
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
「
宮
沢
賢
治
銀

河
鉄
道
の
夜
」
を
語
る
」

（
釦
）
高
畑
勲
「
自
然
と
の
深
い
交
感
を
賢
治
に
見
た
」
（
前
掲
、
『
宮

沢
賢
治
の
映
像
世
界
賢
治
は
ほ
と
ん
ど
映
画
だ
っ
た
」
）

（
瓠
）
前
掲
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
著
、
材
津
理
・
齋
藤
範
訳
『
シ
ネ

マ
ー
＊
運
動
イ
メ
ー
ジ
』
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
著
、
宇
野
邦
一
・

石
原
陽
一
郎
・
江
澤
健
一
郎
・
大
原
理
志
・
岡
村
民
夫
訳
「
シ
ネ
マ

（
塊
）
大
石
加
奈
子
「
宮
澤
賢
治
の
テ
ク
ス
ト
空
間
と
光
学
装
置
ｌ

「
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
回
転
す
る
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｇ
Ｅ
」
（
「
国
際
文
化
学
』

２
＊
時
間
イ
メ
ー
‐
ジ
』

宮
沢
賢
治
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
視
覚
性

（
付
記
）

原
作
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
の
本
文
は
、
富
新
一
校
本
宮
澤
賢
治
全

集
』
よ
り
引
用
し
、
ア
ニ
メ
版
「
宮
沢
賢
治
銀
河
鉄
道
の
夜
』
は
、

ア
ス
ミ
ッ
ク
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
版
を
使
用
し
た
。
な
お
、
ア
ニ
メ
版
の
台
詞
等

は
「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
宮
沢
賢
治
銀
河
鉄
道
の
夜
演
出
台
本
＆
絵
コ

ン
テ
集
』
所
收
の
演
出
台
本
か
ら
引
用
し
た
。

（
よ
し
み
．
と
も
ふ
み
本
学
研
究
生
）

二
○
○
○
年
三
月
）

（
羽
）
「
監
督
・
杉
井
ギ
サ
ブ
ロ
ー
氏
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」
（
前
掲
、
『
ア

ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
宮
沢
賢
治
銀
河
鉄
道
の
夜
演
出
台
本
＆
絵
コ
ン
テ

集
』
）

（
別
）
ベ
ラ
・
バ
ラ
ー
ジ
ュ
著
、
佐
々
木
基
一
・
高
村
宏
訳
「
視
覚
的

人
間
ｌ
映
画
の
ド
ラ
マ
ッ
ル
ギ
ー
」
（
創
樹
社
一
九
八
三
年
六
月
）

（
弱
）
前
掲
「
第
八
十
三
回
こ
の
人
に
話
を
聞
き
た
い
杉
井
ギ
サ

ブ
ロ
ー
」

五
九


