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は
じ
め
に

―
本
格
／
変
格

本
稿
は
江
戸
川
乱
歩
（
一
八
九
四
〜
一
九
六
五
）
の
戦
前
初
期
か
ら
中
期①
の
テ
ク
ス

ト
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
〈
視
覚
性
〉
と
〈
触
覚
性
〉
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
本
格
／
変
格
の
対
立
関
係
の
中
で
理
解
さ
れ
る
こ

と
の
多
い
乱
歩
で
あ
る
が
、
こ
の
二
項
対
立
的
な
下
位
ジ
ャ
ン
ル
を
実
体
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。「
乱
歩
テ
ク
ス
ト
」
に
お
い
て
、こ
れ
ま
で
も
注
目
さ
れ
て
き
た
視

覚
／
触
覚
の
関
係
を
脱
構
築
し
、
さ
ら
に
こ
の
関
係
を
、
読
む
／
書
く
の
関
係
へ
と

転
移
す
る
記
号
と
し
て
読
み
解
く
。
最
後
に
乱
歩
テ
ク
ス
ト
が
都
市
に
対
し
て
ど
の

よ
う
に
み
ず
か
ら
を
〈
書
き
込
む
〉
の
か
を
考
え
た
い②
。

江
戸
川
乱
歩
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、
つ
と
に
中
村
三
春
は
、「
探
偵
小
説
」
と
い

う
「
シ
ェ
ー
マ
」
を
「
決
定
的
に
廃
棄
す
べ
き
で
は
な
い
か③
」
と
問
題
提
起
し
て
い

た
。
ま
た
吉
田
司
雄
は
、
乱
歩
自
身
に
よ
る
探
偵
小
説
作
家
と
し
て
の
自
己
カ
ノ
ン

化
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
検
討
し
、「「
本
格
」「
変
格
」
と
い
う
二
項
対
立
的
用
法
の
歴

史
性
」
を
「
考
え
直
す
べ
き
段
階
に
き
て
い
る④
」
と
指
摘
し
て
い
た
。
今
日
で
は
、

二
〇
世
紀
に
お
け
る
身
体
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
メ
デ
ィ
ア
・
大
衆
文
化
な
ど
を

考
察
す
る
上
で
も
無
視
し
え
な
い
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、「
探
偵
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
を
超
え
て
参
照
さ
れ
つ
づ
け
て
い
る
。

だ
が
一
方
で
は
、「
本
格
」「
変
格
」
と
い
う
下
位
ジ
ャ
ン
ル
は
十
分
に
機
能
し
て

お
り
、「
変
格
」
の
系
譜
の
中
核
に
乱
歩
を
据
え
る
議
論
に
も
十
分
な
説
得
力
が
あ
る

よ
う
に
み
え
る
。本
格
／
変
格
の
ジ
ャ
ン
ル
区
分
は
甲
賀
三
郎
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
、

平
林
初
之
輔
に
よ
る
健
全
派
／
不
健
全
派
と
い
う
区
分
と
も
相
ま
っ
て
、
一
九
二
五

〜
二
六
年
頃
か
ら
普
及
し
た
と
さ
れ
る⑤
。
甲
賀
ら
は
、
乱
歩
ら
に
逸
脱
（
変
格
・
不
健

全
）
の
記
号
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
を
正
統
的
な
探
偵
小
説
作
家

に
位
置
づ
け
る
自
己
卓
越
化
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
行
使
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
格
派
の
成
立
は
、
け
っ
し
て
そ
れ
以
前
の
古
典
的
な
探
偵
小
説
と
の
連
続
を
意
味

す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

内
田
隆
三
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
・
Ａ
・
ポ
ー
や
コ
ナ
ン
・
ド
イ
ル
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
、

犯
罪
の
痕
跡
（
記
号
）
を
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
人
間
的
な
深
み
（
動
機
や
欲
望
）
と
接

合
す
る
叙
述
に
よ
っ
て
探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
を
確
立
し
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
流
れ

と
断
絶
す
る
の
が
「
本
格
派
」
の
誕
生
で
あ
る
と
い
う
。「
記
号
論
的
な
痕
跡
の
布
置

に
巧
妙
な
ト
リ
ッ
ク
を
描
き
こ
む
こ
と
を
旨
と
す
る
本
格
派
の
成
功
は
、
探
偵
小
説

の
な
か
で
「
動
機
」
が
空
虚
な
形
式
に
な
っ
て
い
く
こ
と
と
相
関
し
て
い
る⑥
」
の
で

あ
る
。
内
田
は
「
本
格
派
」
の
成
立
は
、「
大
量
殺
人
と
無
差
別
殺
人
を
自
明
の
こ
と

と
し
て
人
び
と
に
強
要
」
す
る
「
世
界
戦
争
」
の
時
代
が
も
た
ら
し
た
効
果
だ
と
い

う⑦
。内

田
は
、
世
界
大
戦
は
探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
を
解
体
分
化
し
、
動
機
の
空
虚
化
・

殺
人
の
ゲ
ー
ム
化
を
う
な
が
し
た
。「
ミ
ス
テ
リ
ー
の
基
本
指
針⑧
」
と
さ
れ
る
「
ヴ
ァ

ン
・
ダ
イ
ン
の
二
十
則
」
と
「
ロ
ナ
ル
ド
・
ロ
ッ
ク
ス
の
十
戒
」
が
提
出
さ
れ
た
の

が
と
も
に
乱
歩
の
「
陰
獣
」
と
同
年
の
一
九
二
八
年
で
あ
っ
た
こ
と
が
象
徴
す
る
よ

闇
の
中
の
蒐
集
家

―
江
戸
川
乱
歩
テ
ク
ス
ト
の
〈
触
覚
性
〉
に
つ
い
て

村　
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う
に
、
欧
米
を
見
て
も
推
理
・
本
格
派
は
こ
の
時
期
に
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
推

理
（
本
格
）
と
猟
奇
趣
味
（
変
格
）
と
が
同
根
の
二
つ
の
花
だ
と
す
れ
ば
、
変
格
派
も

ま
た
そ
れ
以
前
の
文
学
作
品
を
遡
及
的
に
系
譜
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

鈴
木
貞
美
に
よ
れ
ば
乱
歩
の
変
格
へ
の
傾
斜
、
エ
ロ
・
グ
ロ
化
は
、「
読
者
の
〈
怪

奇
濃
艶
〉
趣
味
へ
の
迎
合
傾
向⑨
」
を
示
し
た
も
の
と
さ
れ
、最
近
で
は
井
川
理
に
よ
っ

て
、「
変
態
性
」
の
記
号
を
付
与
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
作
家
イ
メ
ー
ジ
に
対
す
る
「
乱

歩
の
積
極
的
な
加
担⑩
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
指
摘
は
い
ず

れ
も
「
作
者
」
乱
歩
の
文
学
史
的
位
置
づ
け
の
問
題
で
あ
る
。
大
衆
へ
の
「
迎
合
」

で
あ
れ
、
逸
脱
イ
メ
ー
ジ
へ
の
「
加
担
」
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
本
格
／
変
格
の
二

項
対
立
を
自
明
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
時
期
の

乱
歩
テ
ク
ス
ト
が
い
っ
た
い
何
を
言
明
し
、
何
を
遂
行
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、

ま
っ
た
く
盲
目
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
下
位
ジ
ャ
ン
ル
の
対
立
を

擬
人
化
し
、
そ
こ
に
モ
デ
ル
小
説
的
要
素
を
加
え
て
巧
み
に
読
者
を
翻
弄
す
る
「
陰

獣
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
格
／
変
格
と
い
う
テ
ク
ス
ト
上
の
あ
か
ら
さ
ま
な
痕
跡

は
読
者
を
欺
く
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た
と
推
理
す
る
の
が
探
偵
小
説
の
定
石
で
あ
ろ
う
。

一　

視
覚
の
政
治
学

今
日
に
至
る
ま
で
、
乱
歩
の
テ
ク
ス
ト
は
、
映
画
・
演
劇
・
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
に
移
し
換
え
ら
れ
、
新
た
な
表
現
が
生
み
出
さ

れ
つ
づ
け
て
い
る
。
と
り
わ
け
映
画
や
テ
レ
ビ
で
の
映
像
化
の
試
み
は
き
わ
め
て
多

い
。
乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
光
学
装
置
や
視
覚
的
な
ト
リ
ッ
ク
の
多
用
は
、
テ
ク

ス
ト
と
映
像
メ
デ
ィ
ア
と
の
親
和
性
を
容
易
に
想
像
さ
せ
る
。

し
か
し
、
こ
の
親
和
性
は
表
面
的
な
類
似
で
し
か
な
い
。
視
覚
的
な
要
素
の
多
さ

が
そ
の
映
像
化
や
漫
画
化
を
論
理
的
に
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。
テ
ク
ス

ト
の
視
覚
的
要
素
の
過
剰
は
、
映
像
化
へ
の
欲
望
と
同
時
に
、
む
し
ろ
そ
の
困
難
を

予
想
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か⑪
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
映
像
化
・
画
像
化
が
欲
望
さ
れ
、

実
現
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
作
り
手
の
側
の
主
観
的
な
動
機
を
超
え
た
と

こ
ろ
（
あ
る
い
は
そ
の
意
識
の
下
部
に
お
い
て
）
機
能
す
る
媒
介
項
が
作
動
し
て
い
る
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
仮
に
「
親
和
性
」
と
呼
ん
だ
も
の
が
ど
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

メ

カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト
の

レ
ベ
ル
に
お
い
て
答
え
よ
う
と
す
る
限
り
、
視
覚
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
や
モ
チ
ー
フ
の
氾

濫
を
そ
の
直
接
の
原
因
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

映
像
化
に
つ
い
て
直
接
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
高
橋
世
織
は
、「
乱
歩
テ
ク
ス

ト
」
は
「「〈
死
角
〉
空
間
の
発
見
」
と
い
う
営
み
を
一
貫
し
て
追
及
し
て
い
た
」
と

指
摘
し
て
い
る
。
高
橋
の
い
う
「〈
死
角
〉
空
間
」
と
は
、
椅
子
の
中
、
屋
根
裏
、
地

下
室
な
ど
乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
溢
れ
て
い
る
〈
闇
〉
の
空
間
で
あ
る
。
さ
ら
に
高
橋
は
、

「
映
画
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
光
学
ト
リ
ッ
ク
に
も
と
づ
く〈
レ
ン
ズ
仕
掛
け
の
モ
ダ
ン
な

覗
き
カ
ラ
ク
リ
（
機
関
）〉
を
媒
介
項
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
も
必
要
不
可
欠⑫
」
と
指

摘
す
る
。〈
闇
〉は
映
画
に
欠
か
せ
な
い
。
乱
歩
テ
ク
ス
ト
と
映
像
メ
デ
ィ
ア
と
の
間

に
「
親
和
性
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
映
画
的
な
視
覚
の
逆
説
を
両
者
が
基
盤

と
す
る
点
に
あ
る
。
た
だ
し
、
乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
視
覚
性
〉
は
、
ト
リ
ッ

ク
や
カ
ラ
ク
リ
と
い
っ
た
、
表
面
的
な
視
覚
装
置
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、視
覚
的
（
光
学
的
）
な

装
置
の
用
い
ら
れ
方
ば
か
り
で
な
く
、
人
物
た
ち
の
ま
な
ざ
し
の
描
か
れ
方
や
語
り

手
に
お
け
る
視
覚
の
行
使
の
さ
れ
方
、
さ
ら
に
は
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
依
拠
す

る
視
覚
に
か
か
わ
る
語
彙
が
い
か
に
編
成
さ
れ
て
い
る
か
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ

る
。し

ば
し
ば
参
照
さ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー
は
「
視ヴ

イ
ジ
ヨ
ン覚と

視
ヴ
イ
ジ
ユ
ア
リ
テ
イ

覚
性
」
に

つ
い
て
、「
肉
体
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
の
が
視
覚
で
あ
り
、
社
会
的

事
実
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
が
視
覚
性
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う⑬
」
と
簡
潔
に
説

明
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
両
者
の
二
項
対
立
的
な
区
別
よ
り
も
、「
視
覚
的
な
も
の
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の
内
」
に
あ
る
「
差
異
」
を
認
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。

「
多
様
な
社
会
的
視
覚
性
」
の
差
異
の
中
か
ら
一
つ
だ
け
を
、
身
体
的
な
知
覚
（
視

覚
）
と
し
て
選
び
出
し
て
し
ま
う
の
は
主
体
の
ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て

い
る
の
か
。
見
え
て
い
る
も
の
を
「
自
然
」
だ
と
認
識
で
き
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
は
、
一
九
世
紀
前
半
の
「
視
覚
の
再
編
」
に
よ
っ
て
、

「
知
覚
」
と
「
対
象
」
を
同
一
視
す
る
旧
来
の
観
察
モ
デ
ル
（
外
的
な
客
観
世
界
が
眼
球

に
投
影
さ
れ
る
と
す
る
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
ク
ー
ラ
的
単
眼
モ
デ
ル
）
が
崩
壊
し
、「
視
覚
の

脱
コ
ー
ド
化
と
脱
属
領
化⑭
」
が
進
行
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
と
り
わ
け
近
代
に
お
い

て
、「
視
覚
」
は
感
覚
器
官
（
眼
球
）
の
独
占
か
ら
の
が
れ
、
他
の
知
覚
や
記
憶
か
ら

も
影
響
を
受
け
る
総
合
的
な
効
果
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
脱
属
領
化
）。

さ
ら
に
、「
対
象
」
か
ら
も
切
り
離
さ
れ
て
「
身
体
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
も
の
」
と

み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
脱
コ
ー
ド
化
）。
だ
が
二
〇
世
紀
に
い
た
り
、「
逆
説
的
な

こ
と
に
、
映
画
と
写
真
が
覇
権
を
拡
大
し
て
い
く
に
つ
れ
て
、
視
覚
は
非
肉
体
的
で
、

真
正
な
対
象
を
持
ち
、「
現
実
」
を
映
し
出
す
と
い
う
神
話⑮
」
が
復
活
す
る
。
本
稿
で

は
、
こ
う
し
た
「
神
話
」
を
自
明
な
も
の
と
見
せ
か
け
、「
自
然
な
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の

な
か
に
配
置
」
し
て
し
ま
う
よ
う
な
視
覚
の
文
化
あ
る
い
は
視
覚
の
政
治
学
を
可
視

化
す
る
た
め
の
概
念
と
し
て
〈
視
覚
性
〉
を
理
解
し
た
い
。

確
か
に
乱
歩
の
テ
ク
ス
ト
が
視
覚
に
つ
い
て
繰
り
返
し
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
特
異
な
点
は
、
視
覚
が
そ
の
不
可
能

性
と
表
裏
の
も
の
と
し
て
表
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
う
し
た
視
覚
の
逆
説（
映

画
的
視
覚
）
は
、テ
ク
ス
ト
が
行
使
す
る
語
り
の
レ
ベ
ル
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。た

と
え
ば
「
芋
虫
」（『
新
青
年
』
一
九
二
九
年
一
月
、原
題
「
悪
夢
」）
の
女
は
、嗜
虐

性
が
昂
じ
る
と
ま
ぶ
た
の
内
側
に
は
記
憶
が
き
れ
ぎ
れ
に
「
非
常
な
鮮
や
か
さ
」
で

「
活
動
写
真
の
様
に
」（
③
六
九
五
）
現
れ
る
。
し
か
し
、
ふ
と
気
が
つ
く
と
、
彼
女
の

周
囲
は
「
も
や
に
包
ま
れ
た
様
に
暗
く
な
っ
て
行
く
感
じ
」
が
す
る
。
テ
ク
ス
ト
は

こ
の
後
起
こ
る
惨
劇
が
映
画
の
中
の
出
来
事
だ
と
で
も
言
い
た
げ
に
暗
闇
の
中
の
視

覚
を
強
調
す
る
。
あ
る
い
は
端
的
に
、
テ
ク
ス
ト
は
、
女
は
「
活
動
写
真
」
の
メ
タ

フ
ァ
ー
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
女
は
夫
の
両
眼
の
光
を

奪
い
、彼
を
触
覚
だ
け
の
む
き
出
し
の
肉
塊
へ
と
突
き
落
と
す
。
闇
の
中
の
視
覚
（
活

動
写
真
）
が
、
純
粋
な
る
触
覚
を
欲
望
す
る
。

安
智
史
は
、「
触
覚
へ
の
偏
愛
」
と
「
視
覚
へ
の
執
着
」、「
両
者
が
、
乱
歩
作
品
に

お
い
て
は
通
じ
あ
う
」
と
述
べ
、「
火
星
の
運
河
」（『
新
青
年
』
一
九
二
六
年
四
月
）
を

例
に
挙
げ
な
が
ら
、
乱
歩
の
視
覚
は
対
象
と
の
「
距
離
を
無
化
し
」、「
む
し
ろ
触
覚

的
」
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
と
述
べ
て
い
る⑯
。

視
覚
と
触
覚
が
「
通
じ
あ
う
」
と
す
る
安
の
主
張
は
的
確
で
あ
る
。
た
だ
し
距
離

の
接
近
（
ゼ
ロ
距
離
）
は
光
学
装
置
や
凝
視
の
効
果
で
あ
っ
て
、こ
う
し
た
触
覚
世
界

へ
の
接
続
を
可
能
と
す
る
た
め
に
は
、「
芋
虫
」
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
〈
闇
〉
と
い
う

媒
介
項
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
押
絵
と
旅
す
る
男
」（『
新
青
年
』
一
九
二
九
年
六
月
）
で
は
、
冒
頭
の
「
私
」
が
回

想
し
は
じ
め
る
シ
ー
ン
で
、
汽
車
の
中
で
の
出
来
事
が
「
着
色
映
画
の
夢
」
に
喩
え

ら
れ
る
。
外
は
「
際は

て
し涯

の
な
い
暗
闇
」（
⑤
一
五
）
で
あ
り
、「
全
世
界
」
が
「
跡
方
も

な
く
消
え
失
せ
て
し
ま
っ
た
感
じ
」
で
あ
る
。
物
語
の
最
後
、
話
を
終
え
た
老
人
は

「
私
」
を
汽
車
に
残
し
て
「
背
後
の
闇
の
中
へ
溶
け
込
む
様
に
消
え
て
行
く
」。
こ
の

老
人
も
ま
た
「
活
動
写
真
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
構
造
は
語
り
の
内
部
で
再

度
繰
り
返
さ
れ
る
。
遠
眼
鏡
を
さ
か
さ
に
覗
い
た
時
、
語
り
手
（
老
人
）
の
兄
は
、

「
ハ
ッ
キ
リ
と
、
闇
の
中
に
浮
出
し
て
見
え
る
」
の
だ
。
後
者
の
（
遠
眼
鏡
の
）
エ
ピ

ソ
ー
ド
だ
け
を
切
り
取
れ
ば
、
安
の
主
張
（
ゼ
ロ
距
離
化
）
は
成
り
立
つ
。
し
か
し
、

テ
ク
ス
ト
は
そ
れ
を
示
す
た
め
に
〈
闇
〉
を
構
造
化
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

な
お
「
魔
術
師
」（『
講
談
倶
楽
部
』
一
九
三
〇
年
七
月
〜
三
一
年
五
月
）
で
は
手
の
込

ん
だ
こ
と
に
、
地
下
室
で
映
画
を
見
る
シ
ー
ン
が
あ
り
、
映
画
内
で
は
男
が
地
下
室
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に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
。
映
画
が
終
わ
る
と
観
客
た
ち
は
映
画
の
中
の
男
と
同
様
に
暗

黒
の
地
下
室
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
。
映
画
を
見
る
視
覚
が
、
底
知
れ
ぬ
闇
を
見
な
い

（
意
識
し
な
い
）
と
い
う
盲
目
性
の
も
と
で
し
か
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
、
こ
の
通
俗

長
篇
は
入
れ
子
型
の
形
式
を
用
い
て
示
す
。
乱
歩
テ
ク
ス
ト
の
〈
視
覚
性
〉
は
、
視

覚
の
不
可
能
性
に
お
い
て
可
能
と
な
る
と
い
う
逆
説
的
な
構
造
を
基
盤
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。二　

闇
・
盲
目
・
蒐
集
家

乱
歩
テ
ク
ス
ト
の
〈
視
覚
性
〉
に
は
、
視
覚
の
不
可
能
性
を
も
た
ら
す
あ
る
種
の

〈
闇
〉
が
欠
か
せ
な
い
。
だ
が
こ
の
〈
闇
〉
を
具
体
的
に
表
現
し
た
も
の
が
常
に
空
間

的
な
〈
闇
〉
と
し
て
描
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

乱
歩
の
デ
ビ
ュ
ー
作
「
二
銭
銅
貨
」（『
新
青
年
』
一
九
二
三
年
四
月
）
は
、「
盲
人
の

使
う
点
字
」
が
謎
を
解
読
す
る
た
め
の
コ
ー
ド
表
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。「
私
」

の
友
人
の
松
村
は
、
点
字
に
気
づ
く
こ
と
で
、「
私
」
の
仕
掛
け
た
ト
リ
ッ
ク
に
完
全

に
拘
束
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
二
銭
銅
貨
」
に
お
い
て
、「
盲
人
」
は
松
村
の
推
理
（
明
察
）
を
補
助
す
る
役
割
を

担
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
明
察
こ
そ
が
盲
点
な
の
で
あ
る
。
盲
者
の
介
入
に
よ
っ

て
推
理
者
は
盲
点
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
。

次
作
の
「
一
枚
の
切
符
」（『
新
青
年
』
一
九
二
三
年
七
月
）
で
は
、証
拠
や
痕
跡
（
落

ち
て
い
た
切
符
や
足
跡
）
と
犯
行
を
結
び
つ
け
る
探
偵
的
推
理
の
合
理
性
が
き
わ
め
て

恣
意
的
な
も
の
で
し
か
な
い
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
刑
事
が
「
人
間
の
足

跡
」
に
つ
い
て
、「
斯
う
い
う
足
跡
は
跛
足
で
、
斯
う
い
う
足
跡
は
盲
目
で
、
斯
う
い

う
足
跡
は
妊
婦
で
」
な
ど
と
「
足
跡
探
偵
法
」（
①
六
二
）
を
披
露
す
る
。
し
か
し
そ

の
推
理
法
こ
そ
が
自
殺
＝
犯
行
者
の
わ
な
に
誘
導
さ
れ
る
結
果
を
招
き
、
自
殺
を
犯

行
と
誤
認
す
る
こ
と
に
な
る
。

痕
跡
（
足
跡
）
は
、「
二
銭
銅
貨
」
の
点
字
表
と
同
様
に
、
明
察
を
さ
ま
た
げ
る
盲

点
を
隠
し
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
二
銭
銅
貨
」
ほ
ど
明
示
的
で
は
な
い
に
せ
よ
、

こ
こ
で
も
盲
者
の
存
在
が
、
こ
う
し
た
意
識
の
盲
目
性
を
活
性
化
さ
せ
て
し
ま
う
と

い
う
パ
タ
ー
ン
が
見
て
と
れ
る
。
視
覚
的
な
情
報
が
意
識
の
錯
誤
を
生
ん
で
犯
人（
犯

行
）
を
誤
認
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
探
偵
小
説
の
常
套
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
が
、

「
一
枚
の
切
符
」
で
は
こ
の
誤
認
を
暴
露
す
る
「
左
右
田
五
郎
」
の
明
察
も
ま
た
恣
意

的
で
、
ど
こ
か
に
盲
点
を
含
ん
で
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
終
わ
る
。

「
一
枚
の
切
符
」に
つ
づ
く
乱
歩
の
第
三
作「
恐
ろ
し
き
錯
誤
」（『
新
青
年
』一
九
二
三

年
一
一
月
）
は
「
脳
髄
の
盲
点
」
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
。
一
度
は
「
盲
点
」
に

気
づ
く
こ
と
で
一
種
の
犯
行
を
暴
く
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
そ
の
追
及
行
為
の
途
中

に
「
盲
点
」
が
あ
っ
て
、
結
局
は
犯
罪
暴
露
に
失
敗
す
る
話
で
あ
る
。
こ
う
し
た
初

期
作
品
に
お
け
る
盲
目
へ
の
関
心
は
ま
だ
十
分
な
展
開
を
見
せ
て
い
な
い
も
の
の
、

乱
歩
が
デ
ビ
ュ
ー
作
以
来
「
盲
目
」
に
関
す
る
語
彙
を
探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
テ
ク

ス
ト
を
構
築
す
る
上
で
積
極
的
に
活
用
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

探
偵
小
説
と
は
〈
盲
目
性
〉
を
め
ぐ
る
ド
ラ
マ
で
あ
る⑰
。「
盲
目
」「
盲
人
」
を
介

し
て
〈
盲
目
性
〉
の
露
呈
を
前
景
化
す
る
乱
歩
テ
ク
ス
ト
は
、
探
偵
小
説
ジ
ャ
ン
ル

の
メ
タ
認
知
装
置
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

谷
崎
潤
一
郎
の
『
春
琴
抄
』（
創
元
社
、一
九
三
三
年
）
を
分
析
し
た
野
田
康
文
に
よ

れ
ば
、「
盲
者
の
視
界
を
〈
闇
〉、
あ
る
い
は
〈
暗
黒
〉
と
す
る
表
象
」
は
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
化
の
典
型
と
さ
れ
て
い
る
が
、
乱
歩
の
表
現
は
、
ま
さ
に
盲
目
と
闇
を
互
換

的
な
関
係
で
捉
え
よ
う
と
す
る
常
套
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
行
使
す
る
。
野
田
は
、
盲

者
の
〈
視
覚
性
〉
は
、「
視
覚
的
経
験
の
〈
記
憶
〉」
が
、
聴
覚
・
触
覚
な
ど
の
「
全

身
的
な
感
覚
や
心
と
織
り
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
呼
び
起
こ
さ
れ
る⑱
」と
述
べ
て
い
る
。

ク
レ
ー
リ
ー
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
視
覚
は
眼
球
に
隷
属
し
て
い
る
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

一
九
三
〇
年
代
の
谷
崎
が
「
解
体
」
し
た
と
さ
れ
る
盲
目
＝
暗
黒
と
い
う
「
ス
テ
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レ
オ
タ
イ
プ
の
表
象
」
を
、
一
九
二
〇
年
代
の
乱
歩
テ
ク
ス
ト
は
積
極
的
に
構
築
し

て
い
た
。
だ
が
乱
歩
テ
ク
ス
ト
で
は
こ
う
し
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
そ
れ
自
体
が
目
的

化
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
現
実
を
再
現
し
た
も
の
と
し
て
自
然
主
義
的
に

表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
た
盲
者
は
、「
芋
虫
」
や
「
盲

獣
」
の
よ
う
に
非
現
実
的
で
あ
り
、
時
に
は
超
人
的
な
能
力
を
発
揮
す
る
。
た
し
か

に
「
今
日
的
観
点
」
か
ら
す
れ
ば
許
容
さ
れ
が
た
い
描
写
を
含
む
が
、
む
し
ろ
彼
ら

は
晴
眼
者
か
否
か
を
問
わ
ず
明
視
・
明
察
の
〈
盲
目
性
〉
を
暴
露
す
る
テ
ク
ス
ト
上

の
存
在
＝
機
能
で
あ
り
、
明
察
が
何
ら
客
観
性
を
も
た
な
い
主
体
の
側
の
思
い
込
み

で
し
か
な
い
こ
と
を
示
す
〈
闇
〉
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
盲
目
は
、
単
な
る
暗
闇
の
隠
喩
な
ど
で

は
な
い
。
隠
喩
で
あ
る
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
は
ま
さ
に
心
の
〈
闇
〉
が
人
を
逸
脱
さ

せ
る
（
あ
る
い
は
犯
罪
は
社
会
の
暗
部
で
あ
る
）
と
い
っ
た
通
俗
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
回

収
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
盲
目
」
は
、
そ

の
よ
う
な
通
俗
的
な
解
釈
コ
ー
ド
を
発
動
さ
せ
る
に
は
あ
ま
り
に
過
剰
で
あ
る
。

乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
闇
〉
と
は
何
か
。
屋
根
裏
、
椅
子
の
中
、
土
蔵
、
見

世
物
小
屋
、
凌
雲
閣
、
地
下
室
、
洞
窟
、
防
空
壕
、
さ
ら
に
は
映
画
館
に
も
通
じ
て

い
る
〈
闇
〉。
枚
挙
に
暇
な
い
ほ
ど
、乱
歩
テ
ク
ス
ト
は
〈
闇
〉
の
換
喩

0

0

的
イ
メ
ー
ジ

に
満
ち
て
い
る
。

「
人
間
椅
子
」（『
苦
楽
』
一
九
二
五
年
一
一
月
）
で
は
、「
触
覚
と
、
聴
覚
と
、
そ
し

て
僅
か
の
嗅
覚
の
み
」
の
「
暗
黒
の
世
界
の
恋
」（
①
六
二
一
）
を
テ
ク
ス
ト
は
歌
い

上
げ
て
い
た
。「
暗
黒
の
世
界
」
で
視
覚
と
引
き
替
え
に
獲
得
す
る
の
が
、「
不
思
議

な
感
触
の
世
界
」（
①
六
二
二
）
で
あ
る
。
男
は
盲
目
で
は
な
い
が
、
し
か
し
椅
子
の

中
の
閉
鎖
空
間
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
〈
盲
目
性
〉
に
よ
っ
て
触
覚
は
開
放
さ
れ
る
。

テ
ク
ス
ト
は
視
覚
の
剥
奪
（
盲
目
性
）
を
触
覚
の
条
件
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。

乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
触
覚
に
つ
い
て
は
、す
で
に
松
山
巖
が
、「
都
市
文
化
が
、

と
も
す
れ
ば
、
触
覚
の
世
界
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
異
議
で
あ
っ
た⑲
」
と

端
的
に
述
べ
て
い
た
。
さ
ら
に
前
掲
論
の
中
で
高
橋
世
織
は
、「
映
像
性
の
本
質
は
触

覚
的
レ
ベ
ル
の
感
覚
認
識
と
深
い
相
互
作
用
を
な
し
て
い
る⑳
」
と
指
摘
し
て
い
た
。

極
彩
色
の
視
覚
世
界
を
描
い
た
「
パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
」（『
新
青
年
』
一
九
二
六
年
一
〇

月
〜
二
七
年
四
月
、
原
題
「
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
譚
」）
で
は
、
海
底
ト
ン
ネ
ル
と
い
う
〈
闇
〉

の
中
の
触
覚
的
空
間
を
通
過
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
野
昂
志
の
、「
見
る
世

界
か
ら
触
れ
る
世
界
へ
と
」
変
化
す
る
と
の
指
摘
が
あ
る㉑
。
実
際
に
は
強
烈
な
電
燈

に
照
ら
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
「
海
の
底
の
淀
ん
だ
暗
さ
」（
②
四
二
三
）
に
否
応
な
く

包
ま
れ
て
い
る
ト
ン
ネ
ル
。
こ
れ
を
初
め
て
見
て
「
盲
目
的
な
戦
慄
」（
同
前
）
に
襲

わ
れ
た
千
代
子
は
、
徐
々
に
「
陶
酔
」
へ
と
移
行
す
る
。「
海
底
の
別
世
界
」
で
は
、

海
草
が
「
お
互
に
愛
撫
し
」、
え
ぞ
わ
か
め
が
「
ヌ
ル
ヌ
ル
し
た
肌
を
お
の
の
か
せ
」

て
い
る
（
②
四
二
四
）。「
陶
酔
」
と
は
ま
さ
に
自
我
の
盲
目
状
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
視
覚
世
界
は
、
闇
と
盲
目
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
が
、
闇

と
盲
目
は
〈
触
覚
性
〉
へ
の
扉
で
あ
る
。
あ
る
い
は
〈
触
覚
性
〉
の
具
体
的
な
現
れ

が
、
闇
や
盲
目
だ
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
触
覚
の
氾
濫
す
る
乱
歩
テ
ク

ス
ト
を
あ
ら
た
め
て
俯
瞰
し
た
時
、
視
覚
と
触
覚
の
決
定
的
な
逆
転
を
認
め
な
い
わ

け
に
は
い
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
視
覚
を
可
能
な
ら
し
め
る
〈
闇
〉
や
〈
盲
目
性
〉

は
、
一
見
す
る
と
視
覚
の
補
遺
と
し
て
現
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
視
覚
の

側
か
ら
世
界
を
眺
め
た
場
合
の
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
的
遠
近
法
に
す
ぎ
な
い
。

だ
が
、
触
覚
の
側
か
ら
た
ど
り
直
す
な
ら
ば
、
視
覚
こ
そ
が
触
覚
の
補
助
装
置
に
す

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

周
知
の
よ
う
に
「
芋
虫
」
は
、
戦
争
に
よ
っ
て
「
視
覚
と
触
覚
の
外
の
五
官
を
悉

く
失
っ
て
」（
③
六
八
七
）
し
ま
っ
た
男
と
そ
の
妻
の
物
語
で
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト
は

も
っ
ぱ
ら
視
覚
と
触
覚
の
対
話
劇
の
よ
う
に
し
て
男
と
そ
の
妻
を
描
く
。
男
は
放
置

さ
れ
て
、「
闇
の
中
」
で
「
目
ば
か
り
ぱ
ち
ぱ
ち
」（
③
六
八
一
）
と
瞬
か
せ
な
が
ら
女

の
帰
り
を
待
っ
て
い
る
。
男
の
両
眼
は
「
凡
ゆ
る
意
味
を
こ
め
て
」（
③
六
八
五
）
妻

を
見
つ
め
る
。
そ
の
目
は
「
或
時
は
さ
も
悲
し
げ
に
、
或
時
は
さ
も
腹
立
た
し
げ
に
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物
を
云
う
」（
③
六
九
四
）。
女
は
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を「
読
む
こ
と
」（
③
六
八
七
）

は
で
き
る
が
、
し
か
し
彼
女
の
側
か
ら
の
「
微
妙
な
目
の
色
」（
③
六
八
五
）
は
夫
に

は
通
用
し
な
い
。
彼
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
を
解
消
す
る
の
が
触
覚
的
な

た
わ
む
れ
で
あ
っ
た
。

夫
の
視
覚
を
奪
っ
た
の
ち
、
彼
女
は
そ
の
胸
に
「
ユ
ル
シ
テ
」
と
書
き
続
け
る
。

夫
の
目
を
一
方
的
に
〈
読
む
〉
だ
け
だ
っ
た
女
は
、今
度
は
触
覚
を
通
じ
て
〈
書
く
〉

立
場
へ
と
移
行
す
る
。
夫
の
視
覚
の
剥
奪
は
、
み
ず
か
ら
の
わ
ず
か
な
視
覚
＝
読
む

力
を
も
喪
失
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
一
対
の
夫
婦
は
、
鏡
像
関
係
に

あ
る
。
視
覚
と
触
覚
だ
け
の
夫
と
同
様
に
、
い
や
そ
れ
以
上
に
、
妻
は
闇
＝
触
覚
の

中
で
の
不
完
全
な
視
覚
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
夫
の
視
覚
を
剥
奪
す
る
行
為
は
、
み

ず
か
ら
を
〈
闇
〉
の
中
に
置
き
去
り
に
す
る
行
為
で
も
あ
る
。

「
芋
虫
」
に
お
い
て
、
視
覚
と
触
覚
の
二
項
対
立
的
な
関
係
は
、
触
覚
の
圧
倒
へ
と

変
化
す
る
。
戦
前
中
期
の
乱
歩
テ
ク
ス
ト
は
、〈
触
覚
性
〉
が
全
面
的
に
氾
濫
す
る
時

代
で
あ
る
。
同
時
期
最
後
の
作
品
「
盲
獣
」（『
朝
日
』
一
九
三
一
年
二
月
〜
三
二
年
三
月
）

で
は
、
盲
者
が
バ
ラ
バ
ラ
殺
人
を
繰
り
返
し
た
末
、「
触
覚
芸
術
論
」
な
る
論
文
ま
で

提
出
す
る
。

「
盲
獣
」
の
犯
人
は
、「
盲
目
世
界
の
陶
酔
」
を
語
る
際
、「
触
覚
ば
か
り
で
生
き
て

い
る
〔
中
略
〕
下
等
動
物
」
こ
そ
、「
神
様
の
第
一
番
の
寵
児
な
の
だ
」（
⑤
四
八
六
）

と
語
っ
て
い
た
。
こ
の
言
葉
は
文
字
通
り
に
受
け
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
生

命
に
と
っ
て
、視
覚
が
生
存
の
た
め
の
必
須
条
件
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

人
間
も
ま
た
、
触
覚
の
生
き
物
と
し
て
生
ま
れ
落
ち
、
触
覚
に
よ
っ
て
世
界
を
認
識

し
た
の
ち
に
視
覚
を
獲
得
す
る
の
だ
。
身
体
知
覚
に
お
い
て
視
覚
は
触
覚
に
遅
れ
、

触
覚
を
補
足
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

「
盲
獣
」
は
、
乱
歩
に
お
け
る
触
覚
を
語
る
際
に
必
ず
言
及
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
だ

が
、
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
盲
人
」
の
隠
れ
家
で
も
あ
る
地
下
室
が
人
体
の
部

分
模
型
の
陳
列
場
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
胃
の
腑
の
内
側
の
様
」（
⑤
四
六
六
）

な
空
間
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
は
、
実
物
そ
っ
く
り
の
弾
力
や
温
度
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
微

妙
に
色
や
形
が
異
な
る
「
個
性
」（
⑤
四
六
六
）
を
も
っ
た
腕
・
腿
・
乳
房
な
ど
が
パ
ー

ツ
ご
と
に
ひ
し
め
い
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
の
〈
触
覚
性
〉
は
、
こ
う
し
た
身
体
断
片

の
蒐
集
・
展
示
に
こ
そ
現
れ
て
い
る
。

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
蒐
集
に
お
い
て
決
定
的
な
こ
と
は
、
事
物
が
そ

の
本
来
の
す
べ
て
の
機
能
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
な
事
物
と
、
考

え
う
る
か
ぎ
り
も
っ
と
も
緊
密
に
関
係
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る㉒
」
と

指
摘
し
、「
所
有
は
触
覚
的
な
も
の
に
属
す
る
と
さ
れ
、
視
覚
的
な
も
の
に
あ
る
意
味

で
対
立
し
て
い
る
。
蒐
集
家
と
は
、
触
覚
的
な
本
能
を
も
っ
た
人
間
な
の
で
あ
る
。

〔
中
略
〕
遊
歩
者
は
視
覚
的
で
、
蒐
集
家
は
触
覚
的
で
あ
る㉓
」
と
記
し
て
い
た
。「
本

来
」
の
文
脈
か
ら
事
物
を
切
り
離
し
、
新
た
な
論
理
に
よ
っ
て
そ
れ
を
配
列
す
る
空

間
の
最
た
る
も
の
は
、
博
物
館
と
百
貨
店
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
九
世
紀
の
万
国
博
覧

会
や
遊パ

サ
ー
ジ
ユ

歩
空
間
に
集
う
市
民
た
ち
が
商
品
を
「
所
有
」
す
る
欲
望
へ
と
突
き
動
か
さ

れ
て
い
く
事
態
と
連
動
し
て
い
る
。
切
断
・
蒐
集
を
正
当
化
す
る
論
理
こ
そ
百
科
全

書
的
な
知
と
資
本
主
義
的
所
有
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
一
寸
法
師
」（「
東
京
／
大
阪
朝
日
新
聞
」
一
九
二
六
年
一
二
月
〜
二
七
年
二
月
）
を
分

析
し
た
中
村
三
春
は
、「
身
体
＝
商
品
」
の
「
百
貨
店
的
展
示
」
に
注
目
し
、
そ
れ

が
、
乱
歩
テ
ク
ス
ト
が
ミ
ス
テ
リ
ー
の
諸
要
素
（「
核
」）
を
「
組
み
換
え
、
再
展
示
」

し
て
い
る
こ
と
と
相
似
的
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る㉔
。
乱
歩
の
小
説
は

「
陳
列
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、「
互
換
可
能
性
そ
の
も
の
を
糧
」

と
し
て
い
る
と
す
る
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
、
百
貨
店
的
空
間
＝

乱
歩
テ
ク
ス
ト
の
〈
視
覚
性
〉
を
構
造
化
し
て
い
く
た
め
の
切
断
・
蒐
集
・
展
示
を

〈
触
覚
性
〉
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
た
い
。
中
村
が
テ
ク
ス
ト
の
「
核
」
の

互
換
性
に
つ
い
て
「
シ
ー
ク
エ
ン
ス
」
と
い
う
語
彙
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
よ
う

に
、
乱
歩
テ
ク
ス
ト
が
映
像
メ
デ
ィ
ア
や
漫
画
な
ど
と
共
鳴
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
、
ま

さ
に
切
断
・
蒐
集
・
展
示
と
い
う
編
集
行
為
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
は
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な
い
だ
ろ
う
か
。

映
画
や
ア
ニ
メ
は
コ
マ
と
コ
マ
の
間
に
、
カ
ッ
ト
と
カ
ッ
ト
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
断

絶
と
闇
を
抱
え
る
こ
と
で
成
立
す
る
形
式
で
あ
り
、
漫
画
に
は
コ
マ
割
り
の
線
が
不

可
欠
で
あ
る
。
乱
歩
テ
ク
ス
ト
と
映
像
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
漫
画
と
の
間
に
「
親

和
性
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
共
に
闇
・
盲
目
・
触
覚
性
を
根
源
的
な
表
現

様
式
と
し
て
い
る
点
に
こ
そ
あ
る
。

乱
歩
テ
ク
ス
ト
を
映
像
化
す
る
行
為
が
、
テ
ク
ス
ト
を
バ
ラ
バ
ラ
に
解
体
し
、
断

片
化
さ
れ
た
要
素
を
蒐
集
・
展
示
す
る
と
い
う
過
程
を
要
請
す
る
の
だ
。
映
像
化
に

際
し
て
こ
う
し
た
編
集
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
こ
と
自
体
は
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ

が
乱
歩
テ
ク
ス
ト
は
、
過
去
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ク
ス
ト
を
切
断
・
蒐
集
・
展
示
し
、

と
り
わ
け
「
陰
獣
」
以
降
は
み
ず
か
ら
を
切
り
刻
み
「
組
み
換
え
、
再
展
示
」
し
て

き
た
。
メ
デ
ィ
ア
の
形
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
増
殖
的
に
加
工
・
再
編
さ
れ
続
け

る
〈
運
動
〉
こ
そ
が
乱
歩
テ
ク
ス
ト
な
の
だ㉕
。

「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」（『
新
青
年
』
一
九
二
五
年
八
月
増
刊
号
）
の
郷
田
三
郎
が
、
あ

ら
ゆ
る
「
職
業
」
を
試
し
、「
娯
楽
百
科
全
書
」
ま
で
買
い
込
ん
で
あ
ら
ゆ
る
「
遊

戯
」
を
試
み
た
末
に
、
明
智
小
五
郎
と
い
う
友
人
を
得
て
古
今
東
西
の
「
犯
罪
談
」

の
蒐
集
家
と
な
り
お
お
せ
た
こ
と
を
思
い
出
す
べ
き
だ
ろ
う
。
遊
歩
や

見
に
注
目

さ
れ
が
ち
な
作
品
だ
が
、
屋
根
裏
へ
と
上
が
り
、「
魔
物
の
様
に
暗
闇
の
世
界
」
を
歩

き
回
る
郷
田
三
郎
は
、
乱
歩
テ
ク
ス
ト
の
〈
触
覚
性
〉
そ
の
も
の
が
擬
人
化
さ
れ
た

最
初
の
〈
闇
の
中
の
蒐
集
家
〉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三　
〈
読
む
〉
こ
と
と
〈
書
く
〉
こ
と

「
芋
虫
」
の
女
は
、夫
の
目
を
〈
読
む
〉
こ
と
を
通
し
て
触
覚
の
怪
物
へ
と
変
貌
し

て
い
っ
た
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
語
っ
て
い
た
こ
と
は
、〈
読
む
〉
こ
と
と
〈
書
く
〉
こ

と
の
対
立
・
葛
藤
で
あ
る
。〈
視
覚
性
〉
は
、〈
触
覚
性
〉
の
圧
倒
へ
と
転
化
し
て
い
っ

た
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
〈
読
む
〉
行
為
に
対
す
る
〈
書
く
〉
行
為
の
圧
倒
と

い
う
事
態
が
隠
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

「
芋
虫
」
に
先
行
す
る
テ
ク
ス
ト
「
陰
獣
」（『
新
青
年
』
一
九
二
八
年
八
月
増
刊
号
、

九
月
、
一
〇
月
）
は
、
冒
頭
か
ら
健
全
派
（
本
格
派
）
と
し
て
の
「
私
」
が
、
不
健
全

派
（
変
格
派
）
と
し
て
の
「
大
江
春
泥
」
を
紹
介
し
、探
偵
小
説
の
下
位
ジ
ャ
ン
ル
の

二
項
対
立
的
な
物
語
と
し
て
読
解
す
る
こ
と
を
読
者
に
促
す
。
し
か
し
、
こ
の
対
立

こ
そ
が
、「
陰
獣
」
が

―
他
の
乱
歩
テ
ク
ス
ト
同
様
に

―
視
角
と
触
覚
と
の
対
立

構
造
を
基
盤
と
し
て
い
る
こ
と
を
隠
蔽
す
る
。
対
立
を
隠
し
持
っ
た
ま
ま
、
む
し
ろ

テ
ク
ス
ト
は
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
の
葛
藤
を
物
語
る
。
こ
の
対
立
が
視
覚
の
政
治

学
か
ら
ど
の
よ
う
に
転
移
す
る
か
を
確
認
し
よ
う
。

冒
頭
で
「
私
」
は
ジ
ャ
ン
ル
対
立
を
提
示
し
た
あ
と
、「
世
人
の
記
憶
」（
③
五
六
〇
）

に
残
っ
て
い
る
事
件
に
つ
い
て
「
古
い
日
記
帳
」
の
「
余
白
」
に
「
書
き
つ
け
て
行

く
」
こ
と
を
宣
言
す
る
。
こ
れ
に
続
け
て
最
初
に
記
さ
れ
る
の
が
、
帝
室
博
物
館
の

一
室
で
小
山
田
静
子
と
出
会
う
シ
ー
ン
で
あ
る
。「
私
」
は
薄
暗
い
陳
列
室
で
「
古
め

か
し
い
木
彫
の
菩
薩
像
」（
③
五
六
一
）
を
見
て
い
る
。「
夢
の
よ
う
な
エ
ロ
テ
ィ
ク
」

の
菩
薩
像
と
重
な
る
よ
う
に
、
展
示
ガ
ラ
ス
に
「
品
の
い
い
丸
髷
姿
の
女
」
が
映
っ

て
い
る
。
ガ
ラ
ス
に
よ
る
光
の
反
射
と
透
過
が
巧
み
に
用
い
ら
れ
、
女
は
博
物
館
の

宝
物
と
重
な
る
。
蒐
集
・
展
示
さ
れ
、
ま
な
ざ
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
菩
薩
像
は
、

触
覚
的
空
間
の
住
人
で
あ
る
。
乱
歩
の
通
俗
長
篇
に
お
い
て
、
国
宝
級
の
宝
物
と
美

し
い
女
性
が
盗
み
の
対
象
に
置
か
れ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
美
貌
の
小
山
田
静
子

が
帝
室
博
物
館
の
陳
列
ケ
ー
ス
の
中
か
ら

0

0

0

生
ま
れ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い㉖
。

「
私
」
は
こ
の
女
性
の
う
な
じ
に
「
赤
痣
の
様
な
太
い
蚯
蚓
腫
れ
」（
③
五
六
三
）
を

発
見
し
、
そ
の
「
エ
ロ
テ
ィ
ク
な
感
じ
」
に
強
く
惹
か
れ
る
。
女
と
菩
薩
像
の
「
エ

ロ
テ
ィ
ク
」
は
、彫
刻
／
刻
印
さ
れ
る
も
の
の
身
体
性
を
露
わ
に
す
る
。〈
書
く
〉
行

為
と
は
、
痕
跡
を
残
す
触
覚
的
行
為
で
あ
る
。

語
り
手
「
私
」
は
、「
出
来
事
の
順
序
に
従
っ
て
」、「
最
初
の
き
っ
か
け
か
ら
筆
を
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起
し
て
行
く
」（
③
五
六
一
）。
こ
の
「
最
も
自
然
」
な
記
述
方
式
の
も
と
で
、小
山
田

静
子
は
私
の
「
愛
読
者
」
と
し
て
現
れ
る
。
書
く
私
と
、読
む
女
。
こ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

化
さ
れ
た
文
化
様
式
は
、
基
本
的
に
は
「
人
間
椅
子
」
と
同
じ
で
あ
る
。

「
人
間
椅
子
」
で
は
、
作
家
＝
書
く
女
が
、
男
の
手
紙
に
よ
っ
て
読
む
女
へ
と
移
行

す
る
。〈
闇
の
中
の
蒐
集
家
〉
の
位
置
を
占
め
る
男
は
、
手
紙
＝
小
説
を
書
き
、
女
に

恐
怖
を
刻
み
込
む
。
こ
こ
で
は
固
定
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
参
照
・
強
化
さ
れ
て

い
る
。
一
方
、「
芋
虫
」
で
は
、
戦
争
で
武
勲
を
挙
げ
た
男
（
全
身
に
「
大
小
無
数
の
傷

痕
」（
③
六
八
六
）
を
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
）
が
、
妻
（
読
む
女
）
に
よ
っ
て
視
覚
を
奪
わ

れ
、
口
で
く
わ
え
た
鉛
筆
で
わ
ず
か
に
〈
書
く
〉
だ
け
の
純
粋
触
覚
へ
と
追
い
や
ら

れ
る
。
視
覚
／
触
覚
は
女
と
男
の
双
方
に
反
射
し
あ
い
な
が
ら
、
読
む
／
書
く
関
係

へ
と
転
写
さ
れ
て
い
く
。

「
陰
獣
」
で
も
、
読
者
と
し
て
現
れ
た
小
山
田
静
子
は
、
平
田
一
郎
＝
大
江
春
泥
か

ら
の
手
紙
に
怯
え
、
恐
怖
を
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
「
私
」
に
告
白
す
る
。
静

子
は
小
山
田
六
郎
の
死
を
境
に
、「
私
」
の
小
説
の
愛
読
者
か
ら
、「
私
」
に
よ
っ
て

そ
の
身
体
に
「
傷
痕
」
を
受
け
る
対
象
へ
と
移
行
す
る
。
書
記
＝
彫
刻
さ
れ
る
者
と

し
て
の
静
子
は
、
蒐
集
さ
れ
る
べ
き
陳
列
物
＝
商
品
で
あ
り
、
探
偵
に
と
っ
て
は
解

読
す
べ
き
痕
跡
で
あ
る
。

乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
視
覚
と
触
覚
の
関
係
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、〈
読

む
〉
行
為
は
、〈
書
く
〉
行
為
に
よ
っ
て
凌
駕
さ
れ
て
い
く
。
作
家
「
私
」
は
書
き
、

読
者
「
静
子
」
は
読
む
。
当
初
は
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
た
が
、
こ
の

関
係
は
ず
れ
て
い
く
。

小
山
田
六
郎
の
遺
品
の
中
に
、
春
泥
の
筆
跡
（
原
稿
の
写
真
版
）
を
な
ぞ
っ
た
痕
跡

が
発
見
さ
れ
る
。「
私
」
は
六
郎
＝
春
泥
説
を
構
築
す
る
。
だ
が
こ
の
推
理
は
、「
一

枚
の
切
符
」
と
同
じ
く
、
小
さ
な
錯
誤
に
よ
っ
て
逆
転
す
る
。「
私
」
は
、
手
袋
の
釦

を
ふ
た
た
び
疑
い
、
地
図
上
に
記
さ
れ
た
大
江
春
泥
の
居
所
を
線
で
つ
な
い
で
み
る

こ
と
で
、
そ
の
「
不
規
則
な
円
周
」（
③
六
五
四
）
の
中
心
に
盲
点
を
発
見
す
る
。
静

子
＝
春
泥
説
を
成
立
さ
せ
た
「
私
」
は
、静
子
が
〈
書
く
〉
女
で
あ
っ
た
と
推
認
し
、

探
偵
作
家
な
ど
は
「
男
で
い
て
女
に
化
け
て
み
た
り
、
女
で
い
て
男
に
化
け
て
み
た

り
」（
③
六
五
六
）
で
き
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
で
静
子
を
追
い
つ
め
る
。

「
私
」
は
、友
人
の
本
田
に
静
子
を
「

見
」
さ
せ
て
春
泥
の
妻
と
似
て
い
る
こ
と

を
確
認
し
た
上
で
、
春
泥
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、「
女
で
な
け
れ
ば
」
持
ち
得
な
い
猜
疑

心
が
あ
り
、「
暗
闇
に
蠢
く
陰
獣
の
様
だ
」（
③
六
六
一
）
と
い
う
「
あ
る
批
評
家
」
の

評
を
引
用
し
て
静
子
を
断
罪
す
る
の
で
あ
る
。
ま
な
ざ
す
こ
と
で
同
一
性
を
確
認
す

る
こ
と
は
、
痕
跡
を
な
ぞ
る
こ
と
と
似
て
い
て
、
し
か
し
決
定
的
に
異
な
る
。
ま
な

ざ
し
は
〈
読
む
〉
行
為
で
あ
っ
て
、
い
つ
も
錯
誤
を
抱
え
込
む
可
能
性
に
開
か
れ
て

い
る
か
ら
だ
。
ま
な
ざ
し
＝
読
解
こ
そ
が
、
盲
点
を
起
動
さ
せ
て
し
ま
い
、〈
盲
目

性
〉
の
永
久
運
動
を
引
き
起
こ
す
。

「
私
」
は
、「
意
見
書
」
を
書
き
、
こ
の
事
件
の
「
記
録
」
を
綴
っ
て
い
る
。
静
子

か
ら
渡
さ
れ
た

で
彼
女
の
身
体
に
痕
跡
を
残
し
も
し
た
。
し
か
し
彼
の
書
記
行
為

は
い
つ
も
事
後
的
で
自
足
的
な
も
の
で
あ
る
。「
私
」が
盲
目
の
獣
と
な
る
こ
と
は
な

い
。
彼
は
痕
跡
を
〈
読
む
〉
者
で
あ
っ
て
、
借
り
物
の
筆
記
具
で
〈
書
く
〉
こ
と
は

で
き
て
も
、そ
の
世
界
に
身
を
置
く
こ
と
は
な
い
。「
情
痴
の
世
界
を
見
る

0

0

こ
と
が
出

来
ま
し
た
」（
③
六
六
一
、傍
点
村
田
）
と
い
う
言
葉
と
わ
ず
か
に
「
接
吻
」
を
残
し
て

「
化
物
屋
敷
」
を
去
る
の
は
、触
覚
世
界
へ
の
訣
別
と
い
う
よ
り
も
敗
北
宣
言
で
あ
ろ

う
。
彼
が
実
践
し
て
い
た
の
は
静
子
を
ま
な
ざ
し
、
そ
の
手
紙
を
読
み
、「
視
線
の
中

心
」（
①
六
一
五
）
で
ゆ
れ
て
い
た
釦
や
、
地
図
に
線
を
引
い
て
中
心
の
盲
点
を
発
見

す
る
こ
と
だ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
彼
自
身
が
「
屋
根
裏
の
遊
戯
」
を
な
ぞ
る
よ
う
に

屋
根
裏
に
上
っ
て
、「
ほ
こ
り
の
痕
」
を
探
索
し
、
天
井
の

間
か
ら
静
子
の
姿
を

「
眺
め
」（
①
五
九
四
）
る
こ
と
だ
っ
た
。「
私
」
は
終
始
、
視
覚
の
人
で
し
か
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

大
江
春
泥
と
は
盲
点
そ
の
も
の
で
あ
る
。
探
偵
の
明
察
が
結
局
の
と
こ
ろ
白
に
も

黒
に
も
な
る
よ
う
な
不
確
定
の
推
測
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
い
て
し
ま
う
あ
の
〈
盲
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目
性
〉
そ
の
も
の
な
の
だ
。

筆
跡
の
写
真
版
に
残
さ
れ
た
転
写
の
「
痕
跡
」。
だ
が
、
最
初
の
筆
跡
も
、
そ
こ
に

痕
跡
を
残
し
た
人
物
も
結
局
誰
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。こ
の
二
重
の
書
記
行
為
は
、

冒
頭
の
二
重
写
し
の
菩
薩
＝
静
子
像
と
共
鳴
し
合
う
。
前
者
は
蒐
集
さ
れ
る
べ
き
痕

跡
＝
証
拠
で
あ
り
、後
者
は
「
私
」
の
欲
望
の
対
象
で
あ
る
。「
蒐
集
」
さ
れ
た
事
物

は
、「
そ
の
本
来
の
す
べ
て
の
機
能
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
」（
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
）
い
る
の
だ

と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
を
知
る
も
の
は
ど
こ
に
も
い
な
い
。
ま

な
ざ
す
者
が
そ
れ
を
切
断
・
蒐
集
し
よ
う
と
欲
望
す
る
と
き
、
そ
の
ま
な
ざ
し
そ
の

も
の
が
盲
点
を
活
性
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ま
な
ざ
し
、
解
読
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
の
〈
大
江
春
泥
〉
と
は
、
書
記
行
為
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
書
か
れ
た
文
字
、

読
ま
れ
る
べ
き
言
葉
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

デ
リ
ダ
に
よ
る
言
語
学
的
脱
構
築
に
つ
い
て
説
明
す
る
Ｊ
・
カ
ラ
ー
の
次
の
言
葉

を
参
照
し
よ
う
。
カ
ラ
ー
は
、「
書
か
れ
る
言
葉
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
、「
物
理
的

な
刻
印
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
こ
の
刻
印
と
そ
れ
を
産
み
出
し
た
か
も
し
れ
ぬ
思

考
と
の
間
に
は
分
裂
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。「
書
か
れ
た
言
葉
」
は
、「
ど
の
よ

う
な
話
し
手
と
も
書
き
手
と
も
切
断
さ
れ
て
、
完
全
に
匿
名
で
現
れ
る
こ
と
さ
え
で

き
る㉗
」
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
音
声
＝
ロ
ゴ
ス
中
心
主
義
的
な

「
話
す
言
葉
」（「
透
明
な
記
号
」）
に
対
し
て
、
否
定
的
・
補
遺
的
に
捉
え
ら
れ
て
き
た

「
書
か
れ
る
言
葉
」
の
姿
で
あ
る
。
だ
が
（
デ
リ
ダ
に
依
拠
し
つ
つ
）
カ
ラ
ー
は
、反
復

可
能
で
あ
る
こ
と
は
言
語
機
能
一
般
の
条
件
で
あ
り
、「
話
す
言
葉
」
は
こ
の
「
書
か

れ
る
言
葉
一
般
」
の
地
平
に
先
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説
く
。「
完
全
に
匿
名
」

の
消
え
ゆ
く
痕
跡
で
し
か
な
い
〈
大
江
春
泥
〉
を
、
脱
構
築
批
評
に
お
け
る
「
書
か

れ
る
言
葉
」
と
重
ね
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
後
ろ
姿
を
わ
ず
か

に
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
記
録
」
や
「
意
見
書
」
を
書
い
て
い
た
「
私
」
は
、〈
書
く
〉
行
為
を
遂
行
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
な
が
ら
、
実
は
〈
読
む
〉
者
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
静
子

に
対
す
る
一
方
的
な
「
推
理
」
の
陳
述
に
示
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
音
声
＝
ロ
ゴ
ス
中

心
主
義
者
だ
っ
た
。
本
格
派
を
自
認
す
る
以
上
、
言
葉
は
、
論
理
性
と
明
晰
さ
を
そ

な
え
た
透
明
な
言
葉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
書
く
言
葉
は
、
彼
の
音
声
＝
ロ

ゴ
ス
の
厳
密
な
写
し
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
ど
こ
に
も
姿
を
現
さ
な
い
〈
大
江
春

泥
〉
は
、「
私
」
の
明
察
を
嘲
笑
う
か
の
よ
う
に
、「
推
理
」
を
重
ね
れ
ば
重
ね
る
ほ

ど
、
そ
れ
を
不
確
実
性
へ
差
し
戻
す
。

「
私
」
は
、
春
泥
は
女
＝
静
子
だ
と
断
定
す
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
探
偵
作
家

は
男
で
も
女
で
も
あ
り
う
る
と
述
べ
て
い
た
。
正
し
く
は
言
葉
は
男
で
も
女
で
も
あ

り
う
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
言
明
は
、
春
泥
＝
静
子
と
い
う
み
ず
か
ら
の
推

理
へ
の
反
対
弁
論
を
遂
行
し
て
し
ま
う
。「
私
」
の
言
葉
＝
声
は
、も
は
や
透
明
な
記

号
で
は
な
く
、
に
ご
り
、
よ
ど
み
、
滞
留
す
る
。
推
理
す
る
た
び
に
、
遅
れ
て
や
っ

て
く
る
盲
点
に
よ
っ
て
異
な
る
解
が
導
か
れ
、
推
理
の
過
程
が
反
復
さ
れ
つ
つ
ず
れ

て
い
く
の
だ
。〈
大
江
春
泥
〉
は
、デ
リ
ダ
が
「
自
己
を
現
前
化
＝
現
在
化
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
を
消
去㉘
」
す
る
と
い
う
「
痕
跡
」
の
概
念
そ
の
も
の
で
あ
る
。

痕
跡
は
な
ん
ら
か
の
現
前
性
で
は
な
い
。
痕
跡
は
み
ず
か
ら
を
脱
臼
さ
せ
、
み

ず
か
ら
の
場
所
を
ず
ら
し
、
み
ず
か
ら
を
送
り
返
す
よ
う
な
、
本
来
的
＝
固
有

的
に
場
を
も
た
な
い
〔
＝
生
起
し
な
い
〕
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
現
前
性
の

見シ
ユ
ミ
ラ
ク
ル

せ
か
け
な
の
だ
か
ら
、
消
去
は
痕
跡
の
構
造
に
属
す
る㉙
。

見
せ
か
け
の
「
現
前
性
」
と
し
て
の
〈
大
江
春
泥
〉。
み
ず
か
ら
を
顕
わ
に
し
つ
つ

消
え
去
る
こ
と
で
「
私
」
の
意
識
に
濃
密
な
痕
跡
を
残
す
言
葉
。〈
大
江
春
泥
〉
は
正

体
を
明
か
さ
ぬ
ま
ま
、
都
市
の
あ
ら
ゆ
る
暗
闇
・
死
角
に
拡
散
し
て
い
く
。

お
わ
り
に

―
震
え
る
帝
都

本
稿
で
は
乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
視
覚
的
な
諸
要
素
が
、
触
覚
的
な
る
も
の

（
闇
・
盲
目
・
蒐
集
家
）
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
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〈
視
覚
性
〉
は
、〈
盲
目
性
〉
あ
る
い
は
〈
触
覚
性
〉
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
は
、
視
覚
と
触
覚
を
く
り
か
え
し
対
立
的
に
と
ら
え
て
い
た

が
、
触
覚
的
な
る
も
の
の
氾
濫
に
よ
っ
て
こ
の
二
項
対
立
は
脱
構
築
さ
せ
ら
れ
る
。

ま
た
〈
読
む
〉
こ
と
と
〈
書
く
〉
こ
と
の
対
立
関
係
に
つ
い
て
も
確
認
し
た
。
最
後

に
、
乱
歩
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
〈
触
覚
性
〉
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
小
考
を
加
え
た
い
。

陰
獣
（
大
江
春
泥
）
の
よ
う
な
暗
闇
の
蒐
集
家
を
表
現
し
続
け
る
こ
と
が
、マ
ン
ネ

リ
ズ
ム
に
陥
る
こ
と
は
眼
に
見
え
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
は
、
闇
・
地
下
室
・
洞
窟
・

見
世
物
小
屋
な
ど
を
通
俗
長
篇
の
随
所
に
拡
散
し
温
存
さ
せ
る
と
同
時
に
、
切
断
・

蒐
集
・
展
示
さ
れ
る
べ
き
国
宝
級
の
宝
物
と
美
し
い
女
た
ち
を
盗
み
の
対
象
と
し
て

読
者
の
ま
な
ざ
し
の
中
心
に
置
き
続
け
る
こ
と
で
、
触
覚
的
な
世
界
を
一
般
読
者
に

了
解
可
能
な
記
号
と
し
て
埋
め
込
ん
だ
。「
黄
金
仮
面
」
は
博
覧
会
場
か
ら
始
ま
り
、

「
怪
人
二
十
面
相
」は
博
物
館
で
終
わ
る
。
道
化
服
の「
広
告
ビ
ラ
配
り
」（
③
五
八
三
）

や
、
う
さ
ん
く
さ
い
様
子
の
「
紙
芝
居
屋
」（
⑩
一
五
四
）

―
彼
ら
は
皆
、
潜
在
的

な
大
江
春
泥
で
あ
り
、
盲
獣
で
あ
り
、
怪
人
二
十
面
相
な
の
で
あ
る
。
だ
が
通
俗
長

篇
の
中
で
も
っ
と
も
有
効
に
機
能
し
た
〈
触
覚
性
〉
は
別
に
あ
る
。

「
盲
獣
」
の
中
で
、
水
木
蘭
子
が
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
数
日
後
、
雪
景
色
の
銀
座
に

断
髪
裸
体
の
雪
像
が
現
れ
る
。
雪
玉
を
投
げ
つ
け
た
り
し
て
い
る
「
群
集
」
の
背
後

に
「
盲
目
の
男
」（
⑤
四
九
三
）
が
立
ち
、「
あ
な
た
。
そ
の
雪
だ
る
ま
の
足
を
こ
わ
し

て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
と
囁
く
。
中
か
ら
出
て
来
た
女
の
足
。
学
生
の
叫
び
声
に
「
群

集
の
視
線
」（
⑤
四
九
四
）
が
集
ま
る
。
四
、五
日
後
の
浅
草
公
園
で
は
、風
船
に
ぶ
ら

下
げ
ら
れ
た
足
首
が
見
つ
か
る
。
黒
山
の
人
だ
か
り
が
で
き
、「
噂
」（
⑤
四
九
九
）
が

た
ち
ま
ち
公
園
中
に
広
が
る
中
、
盲
人
は
何
食
わ
ぬ
顔
で
相
槌
を
打
っ
て
い
る
。
こ

う
し
て
蘭
子
殺
害
の
「
噂
」
は
「
東
京
中
」（
⑤
五
一
一
）
に
広
が
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
第
二
、
第
三
の
殺
人
が
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
物
語
は
荒
唐
無
稽
で
、
そ
の

語
り
も
も
は
や
投
げ
や
り
だ
。
し
か
し
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
浅
草
の
「
帝
都

座㉚
」
の
踊
り
子
水
木
蘭
子
の
体
の
各
部
が
、
東
京
各
所
に
ば
ら
ま
か
れ
、
盲
目
の
男

が
群
集
の
噂
を
増
幅
し
て
い
く
構
図
で
あ
る
。
物
語
は
美
術
館
か
ら
始
ま
り
、
美
術

館
で
終
わ
る
。
切
断
・
蒐
集
・
展
示
の
論
理
は
物
語
全
体
を
覆
っ
て
い
る
の
だ
。
バ

ラ
バ
ラ
遺
体
は
、
東
京
す
べ
て
が
陳
列
場
で
あ
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
り
、「
噂
」
は

〈
見
る
〉べ
き
対
象
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
を
人
び
と
の
耳
元
で
さ
さ
や
く
触
覚
の
声
な

の
で
あ
る
。

「
警
察
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
も
甲
斐
な
く
」、「
噂
は
噂
を
産
ん
で
、
都
の
人
心
は
兢
々

と
し
て
」
お
り
、「
新
聞
の
社
会
面
」（
①
二
七
四㉛
）
が
賑
わ
っ
て
い
る
な
ど
と
い
っ
た

言
葉
は
、
乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
親
し
ん
だ
読
者
に
は
ど
の
物
語
で
読
ん
だ
か
思
い
出
せ

な
い
ほ
ど
目
と
耳
に
な
じ
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
乱
歩
テ
ク
ス
ト
の
定
型
表

現
と
い
っ
て
も
よ
い
。
戦
前
中
期
の
作
品
の
中
で
も
最
も
人
気
を
博
し
た
「
黄
金
仮

面
」（『
キ
ン
グ
』
一
九
三
〇
年
九
月
〜
三
一
年
一
〇
月
）
で
は
、「
百
年
に
一
度
」
の
「
天

変
地
異
」
や
「
大
戦
争
」
に
喩
え
ら
れ
て
、「
人
間
社
会
と
い
う
一
匹
の
巨
大
な
生い

き
も
の物

」

に
生
じ
た
突
発
的
な
「
社
会
的
狂
気
」（
⑦
八
七
）
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
そ
れ
は
黄
金
仮
面
の
「
噂
」
で
あ
る
。「
東
京
市
民
の
恐
怖
」（
⑦
一
二
〇
）

を
何
度
も
印
象
づ
け
る
語
り
は
、
魔
手
を
延
ば
す
黄
金
仮
面
の
恐
怖
を
読
者
に
実
感

さ
せ
る
。「
黄
金
仮
面
」
に
先
立
つ
「
蜘
蛛
男
」（『
講
談
倶
楽
部
』（
一
九
二
九
年
八
月
〜

三
〇
年
一
〇
月
）
で
は
、蜘
蛛
男
が
新
聞
社
の
社
会
部
を
沸
き
立
た
せ
、「
帝
都
三
百
万
」

の
住
民
が
、「
寄
る
と
触
る
と
蜘
蛛
男
の
噂
」
で
持
ち
き
っ
て
い
る
。
人
び
と
は
、
か

つ
て
経
験
し
た
「
大
地
震
」
よ
り
も
、一
人
の
蜘
蛛
男
に
「
恐
れ
戦
い
た
」（
⑤
三
三
二
）

の
で
あ
る
。

た
っ
た
一
人
の
犯
罪
者
に
よ
っ
て
「
帝
都
」
が
震
撼
し
て
い
る
。
こ
の
定
型
表
現

は
、「
怪
人
二
十
面
相
」（『
少
年
倶
楽
部
』
一
九
三
六
年
一
月
〜
一
二
月
）
の
冒
頭
で
も

繰
り
返
さ
れ
る
。「
噂
」
は
、
乱
歩
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
〈
闇
〉
と
同
じ
く
、
テ
ク
ス

ト
の
土
台
、
あ
る
い
は
物
語
世
界
を
覆
う
外
皮
で
あ
る
。
読
者
は
テ
ク
ス
ト
内
の
市

民
・
新
聞
読
者
と
と
も
に
「
噂
」
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
者
の
気
配
を
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実
感
す
る
。
ど
れ
ほ
ど
明
晰
な
推
理
よ
り
も
、「
噂
」
の
効
果
は
絶
大
で
あ
る
。

「
帝
都
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
が
新
聞
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
突
出
す
る
の
は

一
九
二
三
年
九
月
の
関
東
大
震
災
を
契
機
と
し
て
い
る
。
当
初
は
「
帝
都
復
興
院
」

や
、
一
九
三
〇
年
三
月
に
挙
行
さ
れ
た
「
帝
都
復
興
祭
」
に
関
す
る
記
事
が
目
立
つ

が
、
そ
の
後
、
日
中
戦
争
・
太
平
洋
戦
争
期
に
か
け
て
は
、「
帝
都
」
単
独
で
一
般
的

に
使
用
さ
れ
て
い
る
。「
東
京
」
と
ほ
ぼ
同
義
だ
が
、
最
大
の
特
徴
は
「
危
機
の
言

説
」
と
と
も
に
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
高
い
こ
と
で
あ
る32
。
乱
歩
テ
ク
ス
ト
は
震
災
に

よ
っ
て
露
呈
し
た
都
市
の
脆
弱
性
を
基
盤
と
し
て
い
る
の
だ
。

関
東
大
震
災
に
よ
っ
て
生
じ
た
裂
け
目
。
脆
く
傷
つ
き
や
す
い
都
市「
帝
都
」。
し

か
し
こ
の
都
市
を
も
っ
と
も
恐
怖
さ
せ
た
の
は
地
震
や
火
事
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は

そ
れ
以
上
に
、
人
び
と
の
「
噂
」
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
い
つ
の
間
に
か
耳
元

で
さ
さ
や
か
れ
る
「
噂
」
は
、
明
察
の
声
（
推
理
・
証
言
）
で
は
な
く
、「
本
来
的
＝

固
有
的
に
場
を
も
た
な
い
」
よ
う
な
匿
名
の
声
で
あ
り
、
反
復
さ
れ
、〈
盲
目
性
〉
を

活
性
化
さ
せ
、
そ
し
て
消
え
ゆ
く
痕
跡
と
し
て
の
声
で
あ
る
。
い
や
、
乱
歩
テ
ク
ス

ト
は
、
明
察
の
声
こ
そ
が
、「
噂
」
の
氾
濫
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
、
い
か
が
わ
し

い
声
で
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
説
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

注①　
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
（
一
九
二
三
年
四
月
）
か
ら
最
初
の
休
筆
（
一
九
二
七
年
三
月
〜

二
八
年
七
月
）
ま
で
を
戦
前
初
期
、第
二
の
休
筆
（
一
九
三
二
年
三
月
〜
三
三
年
一
〇

月
）
ま
で
を
戦
前
中
期
と
す
る
。
こ
の
時
期
区
分
は
便
宜
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

②　

テ
ク
ス
ト
は
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
』
全
三
〇
巻
（
光
文
社
文
庫
、
二
〇
〇
三
〜

二
〇
〇
六
年
）
を
用
い
、引
用
に
あ
た
っ
て
は
引
用
文
末
尾
に
○
囲
み
数
字
で
巻
数
と

漢
数
字
で
頁
数
を
表
示
し
た
。

③　

中
村
三
春
「
百
貨
店
と
探
偵

―
江
戸
川
乱
歩
『
一
寸
法
師
』
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文

化
」『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』（
一
九
九
四
年
一
二
月
）
一
〇
八
頁
。

④　

吉
田
司
雄
「
序
章 

探
偵
小
説
と
い
う
問
題
系

―
江
戸
川
乱
歩
『
幻
影
城
』
再
読
」、

同
編
『
探
偵
小
説
と
日
本
近
代
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
四
年
）
二
二
頁
。

⑤　

中
島
河
太
郎
『
日
本
推
理
小
説
史
』
第
二
巻
（
東
京
創
元
社
、一
九
九
四
年
）
四
四

頁
。
谷
口
基
『
変
格
探
偵
小
説
入
門
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
三
年
）
一
〇
頁
。

⑥　

内
田
隆
三
『
探
偵
小
説
の
社
会
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
一
五
五
頁
。

⑦　

笠
井
潔
『
探
偵
小
説
論
Ⅰ　

氾
濫
の
形
式
』（
東
京
創
元
社
、一
九
九
八
年
）
も
、探

偵
小
説
は
、「
無
意
味
な
屍
体
の
山
か
ら
、
名
前
の
あ
る
、
固
有
の
、
尊
厳
あ
る
死
を

奪
い
返
そ
う
と
す
る
倒
錯
的
な
情
熱
の
産
物
」
だ
と
述
べ
て
い
る
（
二
〇
〜
二
一
頁
）。

⑧　

堀
啓
子
『
日
本
ミ
ス
テ
リ
ー
小
説
史
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
二
三
頁
。

⑨　

鈴
木
貞
美
「『
陰
獣
』
論
」『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』（
一
九
九
四
年
一
二
月
）
九
四

頁
。
同
様
に
鈴
木
貞
美
「
乱
歩
、『
新
青
年
』、
都
市
大
衆
文
化
」、
藤
井
淑
禎
編
『
国

文
学 

解
釈
と
鑑
賞
﹇
別
冊
﹈
江
戸
川
乱
歩
と
大
衆
の
二
十
世
紀
』（
至
文
堂
、二
〇
〇
四

年
八
月
）
七
六
頁
で
も
、「
大
衆
の
低
俗
趣
味
に
迎
合
」
と
さ
れ
て
い
る
。

⑩　

井
川
理
「
転
移
す
る
「
探
偵
小
説
家
」
と
「
読
者
」
―
江
戸
川
乱
歩
『
陰
獣
』
と

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」『
日
本
近
代
文
学
』（
二
〇
一
六
年
一
一
月
）
三
〇
頁
。

⑪　

丸
尾
末
広
は
漫
画
『
パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
』（
エ
ン
タ
ー
ブ
レ
イ
ン
、
二
〇
〇
八
年
）

の
執
筆
を
振
り
返
っ
て
、幾
何
学
的
な
風
景
や
人
工
的
な
空
間
は
「
絵
で
は
描
き
よ
う

が
な
い
」
な
ど
と
「
視
覚
化
」
の
苦
労
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
映
画
が
で
き
な
い

か
ら
マ
ン
ガ
で
や
っ
て
や
る
と
い
う
こ
と
」
と
、「
ス
ト
レ
ー
ト
」
に
映
像
化
す
る
こ

と
の
不
可
能
性
に
も
言
及
し
て
い
る
。
丸
尾
末
広「
極
大
と
卑
小
の
大
パ
ノ
ラ
マ

―

乱
歩
と
い
う
源
泉
」『
ユ
リ
イ
カ
〈
特
集
＝
江
戸
川
乱
歩
〉』（
二
〇
一
五
年
八
月
）

一
四
三
頁
。

⑫　

高
橋
世
織
「
乱
歩
文
学
に
お
け
る
《
触
覚
＝
映
像
》
の
世
界
」『
国
文
学 

解
釈
と
鑑

賞
』（
一
九
九
四
年
一
二
月
）
一
四
二
頁
。

⑬　

ハ
ル
・
フ
ォ
ス
タ
ー
「
序
文
」、
同
編
・
榑
沼
範
久
訳
『
視
覚
論
』（
平
凡
社
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
七
年
）
一
一
頁
。
原
書
一
九
九
八
年
。

⑭　

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ク
レ
ー
リ
ー
「
近
代
化
す
る
視
覚
」、
同
前
、
七
三
頁
。

⑮　

同
前
、
七
四
頁
。

⑯　

安
智
史
「
江
戸
川
乱
歩
に
お
け
る
身
体
性
の
世
紀

―
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
身

体
」、
前
掲
注
⑨
『
江
戸
川
乱
歩
と
大
衆
の
二
十
世
紀
』
一
九
七
〜
一
九
八
頁
。
安
は

「
乱
歩
的
身
体
＝
知
覚
と
詩
人
た
ち　

萩
原
朔
太
郎
・
稲
垣
足
穂
・
丸
山
薫
」『
ユ
リ
イ

カ
〈
特
集
＝
江
戸
川
乱
歩
〉』（
二
〇
一
五
年
八
月
）
に
お
い
て
も
、「
映
画
な
ど
の
視
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覚
メ
デ
ィ
ア
／
ト
リ
ッ
ク
装
置
へ
の
嗜
好
／
志
向
」
が
「
触
覚
世
界
に
接
続
」
す
る
と

指
摘
し
て
い
る
（
二
〇
七
頁
）。

⑰　

こ
こ
で
は
〈
盲
目
性
〉
を
、〈
視
覚
性
〉
の
盲
目
状
態
を
指
す
言
葉
と
し
て
用
い
て

い
る
。
ま
た
、〈
視
覚
性
〉
と
同
様
に
テ
ク
ス
ト
の
語
彙
関
係
に
も
応
用
し
て
い
る
。
な

お
視
覚
の
〈
盲
目
性
〉
に
つ
い
て
は
、「
視
覚
が
本
来
的
に
不
確
か
な
暗
黒
を
含
ん
で

い
る
」
と
述
べ
、「
盲
目
」
の
側
か
ら
、
視
覚
が
隠
蔽
す
る
暴
力
や
他
者
化
を
捉
え
直

す
必
要
を
説
い
た
中
川
成
美
「
視
覚
と
い
う
〈
盲
目
〉
―
多
和
田
葉
子
『
旅
を
す
る

裸
の
眼
』
の
言
語
的
転
回
」『
立
命
館
文
学
』（
二
〇
〇
七
年
三
月
）
に
示
唆
を
え
た
。

⑱　

野
田
康
文
「
谷
崎
潤
一
郎
と
盲
者
の
〈
視
覚
性
〉

―
視
覚
論
と
し
て
の
『
春
琴

抄
』」『
国
語
と
国
文
学
』（
二
〇
一
一
年
二
月
）
六
〇
頁
。

⑲　

松
山
巖
『
乱
歩
と
東
京　

1920
都
市
の
貌
』（P

A
R

C
O

出
版
局
、
一
九
八
四
年
）。

引
用
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
（
一
九
九
四
年
）
五
四
頁
。

⑳　

前
掲
注
⑫
、
一
四
三
頁
。

㉑　

上
野
昂
志
『
紙
上
で
夢
見
る 

現
代
大
衆
小
説
論
﹇
増
補
改
訂
版
﹈』（
清
流
出
版
、

二
〇
〇
九
年
）
一
九
〇
頁
。
小
松
史
生
子
『
探
偵
小
説
の
ペ
ル
ソ
ナ
』（
双
文
社
出
版
、

二
〇
一
五
年
）
は
こ
の
点
に
触
れ
つ
つ
、パ
ノ
ラ
マ
島
を
接
触
的
な
快
楽
に
も
と
づ
く

「
制
度
的
な
性
が
シ
ス
テ
ム
化
」
さ
れ
て
い
る
場
所
と
指
摘
し
て
い
る
（
一
一
〇
頁
）。

㉒　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
著
、
今
村
仁
司
・
三
島
憲
一
ほ
か
訳
『
パ
サ
ー
ジ
ュ

論
』
第
二
巻
（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
）
九
頁
。

㉓　

同
前
、
一
四
頁
。

㉔　

前
掲
注
③
、
一
〇
五
頁
。

㉕　

乱
歩
自
身
、
新
た
な
探
偵
小
説
が
現
れ
な
い
現
状
に
お
い
て
は
、「
仮
令
ト
リ
ッ
ク

は
重
出
し
よ
う
と
も
、
或
は
視
角
を
変
え
、
或
は
構
成
を
改
め
、
或
は
技
巧
を
練
っ

て
」（
㉔
六
六
四
）
探
偵
小
説
の
た
め
に
力
を
致
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。
江
戸

川
乱
歩
「
ト
リ
ッ
ク
を
超
越
し
て
」『
新
青
年
』（
一
九
三
二
年
二
月
増
刊
号
）。

㉖　
「
黄
金
仮
面
」
の
発
端
で
は
「
日
本
真
珠
の
誇
り
「
志
摩
の
女
王
」」
が
上
野
の
博
覧

会
場
か
ら
盗
ま
れ
る
。
こ
の
真
珠
は
、「
パ
ノ
ラ
マ
島
綺
譚
」
の
千
代
子
＝
海
底
ト
ン

ネ
ル
を
経
て
「
陶
酔
」
の
中
で
殺
さ
れ
た
「
パ
ノ
ラ
マ
国
の
女
王
様
」（
②
四
七
一
）

の
イ
メ
ー
ジ
と
も
重
な
る
。こ
れ
以
後
現
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
宝
物
や
美
女
た
ち
は
、〈
触

覚
性
〉
の
通
俗
化
さ
れ
た
記
号
で
あ
る
。

㉗　
Ｊ
・
カ
ラ
ー
著
、
富
山
太
佳
夫
・
折
島
正
司
訳
『
新
版 

デ
ィ
コ
ン
ス
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
』
Ⅰ
（
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
）
一
五
八
頁
。
原
書
一
九
八
二
年
。

㉘　

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
「
差
延
」。
同
著
、
高
橋
允
昭
・
藤
本
一
勇
訳
『
哲
学
の
余
白
』

上
巻
（
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
）
六
七
頁
。
原
書
一
九
七
二
年
。

㉙　

同
前
、
六
九
頁
。

㉚　

現
実
の
「
帝
都
座
」
は
、
日
活
直
営
の
映
画
封
切
館
と
し
て
「
盲
獣
」
連
載
中
の

一
九
三
一
年
五
月
一
日
に
新
宿
に
開
館
し
て
い
る
。

㉛　

江
戸
川
乱
歩
「
黒
手
組
」『
新
青
年
』（
一
九
二
五
年
三
月
）。
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「
朝
日
新
聞
記
事
デ
ー
タ
ベ
ー
ス 

聞
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
」
を
用
い
て
『
東
京
朝
日
新

聞
』（
朝
刊
・
夕
刊
・
号
外
）
を
対
象
と
し
て
キ
ー
ワ
ー
ド
「
帝
都
」
で
記
事
見
出
し

を
検
索
（
広
告
を
除
く
）
す
る
と
、一
九
〇
九
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
七
年
ご
と
の

各
一
年
あ
た
り
の
使
用
件
数
は
、
二
件
（
一
九
〇
九
年
）、
六
件
（
一
九
一
六
年
）、

一
四
〇
件
（
一
九
二
三
年
）、
一
二
二
件
（
一
九
三
〇
年
）、
一
八
四
件
（
一
九
三
七

年
）、
一
三
四
件
（
一
九
四
四
年
）
で
あ
る
。

付
記本

稿
は
国
際
研
究
理
論
シ
ス
テ
ム
研
究
会
「
視
覚
性
と
日
本
文
学
」
第
四
回
研
究
会

（
二
〇
〇
八
年
一
月
二
七
日
、
於
立
命
館
大
学
）
に
お
け
る
発
表
「
消
失
す
る
跡
の
陰
画

―
江
戸
川
乱
歩
『
陰
獣
』
に
お
け
る
視
覚
性
」
を
元
と
し
て
大
幅
に
稿
を
改
め
た
も
の

で
あ
る
。研
究
会
代
表
中
川
成
美
先
生
お
よ
び
当
日
質
問
や
意
見
を
下
さ
っ
た
皆
様
に
感

謝
申
し
上
げ
た
い
。

（
北
海
道
教
育
大
学
旭
川
校
准
教
授
）


