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)

小
説
に
お
け
る
「
現
在
」
が
厳
密
に
ど
の
時
点
で
あ
る
か
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。
書
き
下
ろ
し
単
行
本
と
し

て
の
刊
行
は
一
九
六
五
年
だ
が
、
原
型
と
な
る
作
品
は
一
九
五
九
‐
六
〇
年
に
同
人
誌
に
断
続
的
に
掲
載
さ
れ
た
こ

と
、
主
要
登
場
人
物
た
ち
が
大
学
を
去
っ
て
か
ら
七
年
が
経
っ
た
と
い
う
記
述
が
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
お
よ
そ
一

九
六
〇
年
前
後
と
考
え
ら
れ
る
（
但
し
、
六
〇
年
安
保
は
こ
の
作
品
に
は
影
を
落
と
し
て
い
な
い
）
。
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高
橋
和
巳
『
憂
鬱
な
る
党
派
』
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
思
い
つ
き

私
は
同
世
代
の
人
間
の
間
で
は
か
な
り
風
変
わ
り
な
こ
と
に
、
若
い
時
期
に
高
橋
和
巳
を
ほ
と
ん
ど
読

ま
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
今
と
な
っ
て
は
記
憶
が
定
か
で
な
い
。
特
に
強
く
「
読
む
ま
い
」
と
決
め

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。
同
世
代
の
多
く
の
人
た
ち
が
熱
中
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
は
知
っ
て
い

た
の
で
、
そ
の
人
た
ち
か
ら
の
聞
き
か
じ
り
で
何
と
な
く
分
か
っ
た
気
に
な
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い

し
、
あ
る
い
は
「
こ
の
手
の
文
学
作
品
に
は
食
傷
気
味
だ
」
と
い
う
気
分
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
辺
の
事
情
は
自
分
で
も
は
っ
き
り
と
思
い
出
せ
な
い
が
、
と
に
か
く
大
分
年
月
が
経
っ
て
か
ら
遅
れ

ば
せ
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
読
む
よ
う
に
な
っ
た
。
中
で
も
強
い
印
象
を
残
し
た
―
―
と
い
っ
て
も
、
若
い

時
期
に
比
べ
る
と
大
分
感
受
性
が
鈍
磨
し
て
き
て
い
る
た
め
、
ヒ
リ
ヒ
リ
す
る
よ
う
な
痛
覚
ま
で
は
呼
び

起
こ
さ
れ
ず
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
や
や
距
離
を
お
い
た
読
み
方
だ
が
―
―
の
は
、
『
憂
鬱
な
る
党
派
』

と
『
邪
宗
門
』
の
二
作
品
で
あ
る
。
後
者
の
方
が
波
乱
に
富
ん
で
い
て
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
の
も

宜
な
る
か
な
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
が
、
歳
を
と
っ
て
か
ら
読
ん
だ
せ
い
か
「
意
外
に
分
か
り
や
す
い
な
」

と
い
う
不
遜
な
感
想
も
浮
か
ん
だ
。
と
に
か
く
、
こ
こ
で
は
『
憂
鬱
な
る
党
派
』
を
素
材
と
し
て
四
つ
の

角
度
か
ら
の
思
い
つ
き
を
書
き
記
し
て
み
た
い
。

〈
歴
史
の
重
層
性
〉

こ
の
小
説
の
基
本
的
な
枠
組
み
は
、
一
九
五
〇
年
代
前
半
の
学
生
運
動
の
経
験
を
持
つ
人
た
ち
が
一
九

六
〇
年
代
初
頭
に
再
会
し
、
様
々
な
形
で
過
去
を
振
り
返
る
と
い
う
も
の
で
あ
る(1

)

。
言
い
換
え
れ
ば
、

十
年
弱
を
隔
て
た
二
つ
の
時
期
の
間
の
対
話
が
主
な
内
容
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
五
〇
年
代
前
半
は
日
本

共
産
党
の
武
装
闘
争
方
針
と
そ
の
挫
折
が
主
要
内
容
を
な
し
、
六
〇
年
代
初
頭
は
高
度
経
済
成
長
の
進
行

に
よ
っ
て
「
戦
後
初
期
」
的
様
相
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
―
―
そ
れ
で
も
完
全
に
消
え
た
わ
け
で
は
な
く
、

あ
ち
こ
ち
に
痕
跡
が
残
存
し
て
い
る
―
―
時
代
と
い
う
対
比
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
変
化
の
中
で
登
場
人

物
た
ち
の
生
き
方
も
、
考
え
方
も
い
ろ
い
ろ
と
変
化
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
変
化
が
一
つ
の
主
題
と
な
っ

て
い
る
。

そ
の
他
、
主
要
登
場
人
物
た
ち
の
う
ち
で
相
対
的
に
年
長
で
あ
る
藤
堂
は
戦
争
末
期
に
予
科
練
に
入
っ

て
特
攻
隊
に
志
願
し
、
死
に
そ
こ
な
っ
て
戦
後
を
迎
え
、
病
気
療
養
後
に
大
学
に
入
学
し
た
と
い
う
経
歴

の
持
ち
主
な
の
で
、
彼
に
お
い
て
は
戦
時
中
の
経
験
が
も
う
一
つ
の
柱
と
な
っ
て
い
る
。
あ
わ
せ
る
と
、

戦
時
中
、
五
〇
年
代
前
半
、
六
〇
年
代
初
頭
と
い
う
三
つ
の
時
期
の
相
互
関
連
と
重
層
性
が
テ
ー
マ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

作
品
に
お
け
る
時
間
の
流
れ
が
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
、
読
者
と
作
品
の
間
の
時
間
関
係
は
、
ど
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出
来
事
・
著
作
・
読
者
の
間
の
時
間
的
距
離
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
塩
川
伸
明
「
現
代
史
に
お
け
る
時
間
感

覚
」
（
中
部
大
学
）
『
ア
リ
ー
ナ
』
風
媒
社
、
第
一
〇
号
（
二
〇
一
〇
年
）
参
照
（
こ
の
論
文
は
あ
ま
り
広
く
知
ら
れ

て
い
な
い
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
塩
川
伸
明
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
業
績
欄
の
該
当
個
所
に

pdf

を
リ
ン
ク
し
て
、
全

文
を
読
め
る
よ
う
に
し
て
あ
る
）
。

- 2 -

の
時
点
で
、
ど
う
い
う
世
代
の
人
が
読
む
か
に
よ
っ
て
異
な
る(2

)

。
た
と
え
ば
、
作
品
が
刊
行
さ
れ
て
か

ら
あ
ま
り
時
間
の
経
っ
て
い
な
い
一
九
六
〇
年
代
後
半
な
い
し
七
〇
年
代
初
頭
と
い
う
時
点
を
想
定
し
た

場
合
、
五
〇
年
代
前
半
も
六
〇
年
代
初
頭
も
ま
だ
相
対
的
に
近
い
過
去
で
あ
り
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て

あ
る
種
の
生
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
そ
の
読
者
が
若
か
っ
た
な
ら
、
一
〇
年

と
か
二
〇
年
前
の
出
来
事
は
も
は
や
自
分
自
身
の
経
験
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
年

長
の
先
輩
な
ど
か
ら
の
伝
聞
を
通
じ
て
あ
る
程
度
推
測
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
相
対
的

な
近
さ
、
そ
し
て
そ
れ
に
由
来
す
る
感
情
移
入
の
相
対
的
容
易
さ
が
、
そ
の
当
時
に
お
け
る
受
容
の
あ
り

方
を
規
定
し
て
い
た
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
、
私
自
身
は
、
そ
の
当
時
に
は
こ
の
作
品
を
読
ま
ず
、
刊
行
か
ら
半
世
紀
も
経
っ
て
か
ら

読
ん
だ
。
こ
れ
だ
け
時
間
が
隔
た
る
と
、
ま
さ
し
く
「
隔
世
の
感
」
を
い
だ
か
さ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
一

九
五
〇
‐
六
〇
年
代
の
日
本
に
つ
い
て
、
直
接
の
記
憶
は
ほ
と
ん
ど
な
い
な
が
ら
も
種
々
の
間
接
的
情
報

を
通
じ
て
あ
る
程
度
意
識
し
て
き
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
の
で
、
全
く
別
世
界
の
こ
と
と
い
う
ほ
ど
隔
た

っ
て
は
い
な
い
。
一
面
で
「
昔
、
こ
う
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
記
憶
が
蘇
っ
て

く
る
と
同
時
に
、
他
面
で
は
、
そ
の
当
時
と
現
在
（
二
〇
一
五
年
）
と
の
隔
た
り
に
も
印
象
づ
け
ら
れ
る
。

で
は
、
今
日
の
若
い
世
代
が
こ
の
作
品
を
読
ん
だ
な
ら
、
ど
う
い
う
感
覚
を
い
だ
く
の
だ
ろ
う
か
。
彼

ら
の
多
く
に
と
っ
て
は
、
一
九
五
〇
年
代
も
六
〇
年
代
も
純
然
た
る
歴
史
で
あ
り
、
よ
ほ
ど
特
殊
な
関
心

を
い
だ
い
て
い
な
い
限
り
、
実
感
的
に
「
リ
ア
ル
さ
」
を
感
じ
た
り
、
感
情
移
入
し
た
り
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
す
ぐ
れ
た
文
学
作
品
と
い
う
も
の
が
時
代
の
制
約
を
超
え
、
作
者
（
あ
る
い
は

描
か
れ
て
い
る
時
代
）
と
読
者
の
遠
近
を
超
え
て
、
な
に
が
し
か
の
感
銘
を
与
え
る
も
の
だ
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
ど
う
い
う
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
若
い
世
代
の
人
の
話
を
聞
き
た
い
と
い

う
気
持
を
そ
そ
ら
れ
る
。

〈
政
治
〉

当
時
に
お
け
る
「
政
治
」
と
は
、
特
に
学
生
運
動
を
念
頭
に
お
く
な
ら
、
共
産
党
を
一
つ
の
中
心
軸
と

し
な
が
ら
、
そ
れ
と
様
々
な
距
離
関
係
で
測
ら
れ
る
と
い
う
構
図
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
構
図
自
体
が
、

今
と
な
っ
て
は
遠
い
過
去
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
九
六
〇
な
い
し
七
〇
年
代
頃
ま
で
は
ま
だ
優
勢

だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
前
提
の
も
と
、
主
要
登
場
人
物
た
ち
は
み
な
一
九
五
〇
年
代
前
半

に
、
京
都
大
学
と
お
ぼ
し
き
大
学
で
左
翼
的
学
生
運
動
に
参
加
し
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
に
は
い
く

つ
か
の
潮
流
へ
の
分
岐
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
対
抗
、
相
互
罵
倒
は
相
当
激
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
。
そ

れ
で
い
な
が
ら
、
彼
ら
の
間
に
は
一
種
の
「
仲
間
」
意
識
も
あ
り
、
そ
れ
が
一
〇
年
後
に
も
屈
折
し
た
形

で
残
っ
て
い
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。

主
要
登
場
人
物
た
ち
を
政
治
潮
流
の
観
点
か
ら
分
類
す
る
な
ら
ば
、
日
本
共
産
党
の
主
流
派
（
五
〇
年

分
裂
時
の
用
語
で
は
「
所
感
派
」
）
に
属
し
た
の
が
岡
屋
敷
恒
造
、
村
瀬
、
古
志
原
直
也
の
三
人
で
、
こ

の
う
ち
の
古
志
原
は
五
〇
年
代
初
頭
に
党
内
の
「
査
問
」
で
吊
る
し
上
げ
ら
れ
て
、
自
殺
し
た
。
他
の
二

人
は
、
そ
の
後
も
共
産
党
に
属
し
て
活
動
し
続
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
党
内
反
主
流
派
（
「
国
際
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も
と
は
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
お
け
る
言
葉
―
―
出
典
に
つ
い
て
は
論
争
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
つ
ま
び
ら
か
に

し
な
い
―
―
で
、
埴
谷
雄
高
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
集
の
タ
イ
ト
ル
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
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派
」
）
に
属
し
た
の
が
古
在
秀
光
で
、
彼
は
党
か
ら
除
名
さ
れ
た
後
も
独
自
の
立
場
か
ら
活
動
を
続
け
て

い
る
。
そ
れ
以
外
に
、
共
産
党
と
直
接
関
わ
ら
な
い
研
究
会
に
属
し
、
「
シ
ン
パ
」
の
よ
う
な
位
置
に
あ

っ
た
西
村
、
青
戸
、
蒔
田
、
特
攻
帰
り
と
し
て
独
行
独
歩
だ
っ
た
藤
堂
、
女
性
で
あ
る
が
故
に
補
助
的
な

位
置
に
お
か
れ
な
が
ら
活
動
し
て
い
た
日
浦
朝
子
と
い
っ
た
人
々
も
登
場
し
、
彼
ら
は
み
な
、
大
学
を
去

っ
た
後
は
直
接
的
な
意
味
で
の
政
治
活
動
か
ら
は
手
を
引
い
て
い
る
、
と
い
う
の
が
大
ま
か
な
構
図
と
な

っ
て
い
る
。

後
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
共
産
党
主
流
派
は
そ
の
武
装
闘
争
方
針
が
悲
惨
な
犠
牲
を
多
数
出
し
た
ば
か
り

で
な
く
、
独
善
的
方
針
を
周
囲
に
押
し
つ
け
、
そ
の
後
も
誤
り
を
認
め
ず
に
党
派
利
害
を
最
優
先
す
る
な

ど
、
そ
の
欠
点
が
最
も
あ
ら
わ
だ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
は
、
主
流
派
の
岡
屋
敷
や

村
瀬
を
単
純
に
度
し
が
た
い
教
条
主
義
者
と
し
て
描
く
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
ら
の
内
面
を
迫
力
を
も

っ
て
描
い
て
い
る
。
ス
タ
ー
リ
ニ
ズ
ム
を
支
え
た
献
身
的
党
員
た
ち
の
心
理
が
―
―
実
は
屈
折
や
動
揺
を

伴
っ
て
い
た
と
い
う
点
を
含
め
て
―
―
独
自
の
精
彩
を
放
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、

そ
れ
は
「
正
し
い
」
政
治
の
実
践
と
い
う
こ
と
で
は
も
ち
ろ
ん
な
く
、
む
し
ろ
誤
っ
た
道
を
歩
ま
ざ
る
を

え
な
い
人
た
ち
の
心
理
の
リ
ア
ル
な
描
写
と
も
い
う
べ
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
「
不

合
理
な
る
が
故
に
我
信
ず(C

redo
quia

absurdum
)
(3
)

」
と
い
う
言
葉
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。こ

れ
に
対
し
、
共
産
党
反
主
流
派
は
後
の
新
左
翼
の
先
駆
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
主
流
派
の
独
善
性

や
硬
直
性
へ
の
批
判
で
は
鋭
い
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
に
代
わ
る
展
望
を
切
り
開
け
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
古
在
は
独
自
の
運
動
の
組
織
化
を
目
指
す
が
、
小
説
の
終
わ
り
近
く
で
そ
の
行
き
詰
ま
り
が

示
唆
さ
れ
る
。

で
は
、
も
と
も
と
党
派
か
ら
距
離
を
お
い
て
い
た
人
た
ち
は
ど
う
か
。
青
戸
は
学
者
に
な
っ
て
ア
メ
リ

カ
に
渡
ろ
う
と
し
て
お
り
、
蒔
田
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も
政
治
か
ら

手
を
引
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
何
ら
か
の
志
を
感
じ
さ
せ
る
存
在
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
（
そ
れ
で
も

過
去
を
何
ら
か
の
形
で
引
き
ず
っ
て
は
い
る
が
、
そ
の
こ
と
を
む
し
ろ
断
ち
切
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
）
。
学
校
教
師
を
勤
め
て
い
た
日
浦
は
、
親
の
勧
め
る
見
合
い
で
結
婚
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
一
種
の
過
去
か
ら
の
脱
走
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
藤
堂
は
も
と
も
と
独
行
か
つ
無
頼
派

だ
っ
た
が
、
会
社
の
金
を
使
い
込
ん
で
破
滅
へ
の
道
を
歩
む
。

そ
う
い
う
中
で
、
西
村
は
広
島
の
被
爆
者
の
記
録
収
集
に
執
念
を
燃
や
し
、
小
説
の
前
半
部
で
は
、
ひ

ょ
っ
と
し
た
ら
彼
こ
そ
が
唯
一
積
極
的
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
感
を
い
だ
か
せ

る
。
特
定
の
政
治
党
派
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
は
な
く
、
現
実
の
被
爆
者
の
生
き
死
に
に
密
着
す
る
こ
と
で
、

な
に
が
し
か
有
意
義
な
仕
事
に
結
実
す
る
―
―
あ
る
い
は
、
惜
し
い
と
こ
ろ
で
挫
折
す
る
に
し
て
も
、
そ

の
挫
折
自
体
に
何
か
の
意
義
が
あ
る
―
―
の
で
は
な
い
か
と
も
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
半
に

い
た
っ
て
彼
は
、
自
分
の
そ
う
し
た
営
み
が
自
己
欺
瞞
で
し
か
な
い
こ
と
を
自
認
し
、
ひ
た
す
ら
な
自
己

破
滅
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
く
。

も
し
こ
の
作
品
が
共
産
党
主
流
派
を
批
判
し
、
反
主
流
派
な
り
、
無
党
派
人
道
主
義
な
り
の
方
が
よ
り

積
極
的
な
役
割
を
果
た
せ
る
の
だ
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
明
快
な
政
治
的
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
く
の
人
々
が
堕
落
と
破
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滅
へ
の
道
を
歩
む
過
程
を
描
い
た
作
品
と
い
う
観
が
あ
る
。
主
要
登
場
人
物
た
ち
の
多
く
が
若
く
し
て
死

ん
で
い
く
の
も
、
そ
の
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。

一
九
六
〇
年
代
末
の
全
共
闘
派
学
生
や
新
左
翼
活
動
家
た
ち
が
高
橋
和
巳
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
た

の
か
は
、
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
よ
う
も
な
い
が
、
あ
る
種
の
推
測
を
し
て
み
た
く
な
る
誘
惑
に
駆
ら
れ

る
。
当
時
の
高
橋
自
身
が
全
共
闘
支
持
の
態
度
表
明
を
し
た
と
い
う
事
実
は
あ
る
に
せ
よ
、
作
品
自
体
は

新
左
翼
的
な
政
治
主
張
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
非
常
に
暗
い
展
望
を
描
い
て
い

る
以
上
、
こ
れ
で
鼓
舞
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
な
り
の
範
囲
で
熱
心
に
読
ま

れ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
か
。

当
時
の
左
翼
運
動
に
は
、
五
〇
年
代
と
は
異
な
っ
た
構
図
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
激
し
い
分

裂
と
対
抗
が
あ
り
、
互
い
に
傷
つ
け
あ
っ
た
り
（
い
わ
ゆ
る
「
内
ゲ
バ
」
）
、
そ
の
こ
と
で
精
神
的
に
消

耗
し
た
り
す
る
よ
う
な
経
験
が
多
数
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
経
験
を
持
つ
活
動
家
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
の
小

説
で
描
か
れ
て
い
る
人
間
模
様
は
他
人
事
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
結
論
的
な
メ
ッ
セ

ー
ジ
が
暗
く
破
滅
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
明
る
い
展
望
を
鼓
舞
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
あ
る
種
の
人

た
ち
に
と
っ
て
は
否
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
人
は
そ
も
そ
も
読
ま
な
い
か
、
読

ん
で
も
感
覚
的
に
反
撥
し
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、
政
治
運
動
に
没
入
す
る
人
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
自
分

の
信
念
を
勇
気
づ
け
て
く
れ
る
作
品
だ
け
に
魅
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
破
滅
的
な
展
望
の
暗
さ
に
ニ
ヒ

ル
な
感
覚
を
い
だ
き
つ
つ
、
そ
れ
を
「
実
存
的
投
企
」
の
バ
ネ
に
す
る
と
い
っ
た
感
覚
も
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
岡
屋
敷
や
村
瀬
の
感
覚
は
―
―
政
治
潮
流
の
系
譜
か
ら
い
え
ば
、
共
産
党
主
流

派
に
属
し
た
彼
ら
は
後
の
新
左
翼
と
対
極
的
だ
が
―
―
新
左
翼
活
動
家
の
一
部
に
あ
っ
た
感
覚
と
共
鳴
し

あ
う
も
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
健
全
な
「
政
治
」
で
は
な
く
、
破
壊
と
暴
力
へ
の
衝
動
と
も
い
う
べ
き
も
の
だ
が
、

あ
る
種
の
「
政
治
」
活
動
に
は
、
そ
う
し
た
要
素
が
つ
き
ま
と
う
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

〈
知
識
人
論
〉

本
書
の
主
要
登
場
人
物
た
ち
は
、
む
や
み
や
た
ら
と
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」
と
い
う
自
己
規
定
に
こ

だ
わ
っ
て
い
る
。
イ
ン
テ
リ
は
大
衆
と
は
隔
絶
し
て
お
り
、
後
者
に
奉
仕
す
べ
き
責
務
を
負
っ
て
い
る
が
、

現
実
に
は
そ
の
責
務
を
果
た
せ
そ
う
に
な
く
、
そ
の
た
め
自
己
卑
下
や
破
滅
へ
向
か
っ
て
の
暗
い
衝
動
に

駆
り
立
て
ら
れ
る
と
い
っ
た
情
景
が
各
所
で
描
か
れ
て
い
る
（
金
も
な
い
の
に
、
や
た
ら
と
酒
を
飲
み
ま

く
り
、
売
春
婦
を
買
う
と
い
っ
た
場
面
も
多
い
）
。
こ
れ
は
政
治
潮
流
の
差
異
を
超
え
て
、
ほ
と
ん
ど
の

登
場
人
物
に
共
通
し
て
い
る
。

知
識
人
と
大
衆
の
乖
離
、
前
者
の
特
権
性
、
特
権
を
意
識
す
る
が
故
の
義
務
意
識
（
一
種
の
「
ノ
ブ
レ

ス
・
オ
ブ
リ
ー
ジ
ュ
」
感
覚
）
、
そ
の
義
務
を
果
た
せ
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
罪
の
意
識
と
自
己
破
滅
衝

動
と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
、
一
九
世
紀
ロ
シ
ア
文
学
に
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
「
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
」

と
い
う
ロ
シ
ア
語
起
源
の
言
葉
が
世
界
中
に
外
来
語
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
を
背
景

と
し
て
い
る
。
日
本
で
も
、
戦
前
か
ら
戦
後
初
期
ま
で
は
ほ
ぼ
同
様
の
状
況
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
漠
然
た
る
印
象
だ
が
、
本
書
の
ト
ー
ン
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す

る
）
。
そ
う
し
た
全
般
的
背
景
を
前
提
す
る
な
ら
、
こ
の
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
学
生
群
像
は
、

た
と
え
「
普
通
」
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
ほ
ど
突
拍
子
も
な
い
特
異
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
強
烈
で
な
い
「
一
般
学
生
」
も
、
何
ほ
ど
か
自
分
た
ち
に
近
い
も
の
と

し
て
登
場
人
物
を
了
解
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。



(4
)

塩
川
伸
明
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
の
小
文
「
「
教
養
」
の
解
体
の
後
に
」
参
照
。

(5
)

な
お
、
高
橋
和
巳
は
五
〇
年
代
の
学
生
運
動
時
に
ハ
ン
ス
ト
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
か
ら
、
こ
の
ハ

ン
ス
ト
学
生
は
彼
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
女
性
の
手
引
き
で
脱
出
さ
せ
ら
れ
る
時

の
心
境
め
い
た
こ
と
は
小
説
で
は
と
り
た
て
て
詳
し
く
書
か
れ
て
は
い
な
い
。
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本
書
の
登
場
人
物
た
ち
が
む
や
み
や
た
ら
と
長
い
台
詞
を
吐
き
、
抽
象
的
・
観
念
的
な
言
辞
を
連
ね
続

け
る
こ
と
も
、
そ
の
こ
と
も
関
係
す
る
。
恐
ら
く
そ
の
当
時
で
も
、
実
際
に
こ
の
よ
う
な
議
論
を
延
々
と

続
け
る
人
は
稀
だ
っ
た
ろ
う
が
、
知
識
人
や
そ
の
卵
た
ち
は
こ
う
い
う
議
論
を
す
る
も
の
だ
と
い
う
感
覚

は
あ
る
程
度
あ
り
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
情
景
は
、
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
一
定
の
誇

張
を
孕
み
つ
つ
も
リ
ア
ル
だ
と
受
け
止
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
状
況
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。
大
学
進
学
率
が
急
速
に
上
昇
し
、
か
つ
て
知
識
人
と

大
衆
の
間
に
あ
っ
た
障
壁
は
溶
解
し
た
。
ま
た
、
専
門
細
分
化
の
進
行
に
伴
い
、
知
識
人
と
は
人
間
と
社

会
の
根
本
に
関
わ
る
哲
学
的
問
題
を
論
じ
る
よ
う
な
存
在
で
は
な
く
、
与
え
ら
れ
た
断
片
的
課
題
を
遂
行

す
る
労
働
者
の
よ
う
な
存
在
と
化
し
た
。
こ
の
よ
う
な
現
実
の
も
と
で
は
、
「
知
識
人
と
大
衆
」
と
い
う

問
題
設
定
自
体
が
も
は
や
現
実
離
れ
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る(4

)

。
今
の
若
い
世
代
か
ら
す
る
と
、
本
書

の
登
場
人
物
た
ち
は
、
意
味
の
な
い
問
題
に
力
み
か
え
っ
て
、
無
用
な
義
務
感
や
罪
の
意
識
を
も
っ
て
、

ひ
た
す
ら
不
毛
な
空
論
に
耽
っ
て
い
る
と
見
え
て
も
お
か
し
く
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
作
品
が
今
で
も
読

ま
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
若
い
世
代

の
感
想
を
聞
き
た
い
気
が
す
る
。

〈
ジ
ェ
ン
ダ
ー
〉

こ
の
小
説
の
主
要
登
場
人
物
の
大
半
は
男
性
で
あ
る
。
あ
る
程
度
以
上
詳
し
く
描
か
れ
る
少
数
の
女
性

も
、
積
極
的
に
行
動
し
た
り
、
男
性
た
ち
と
対
等
に
発
言
し
た
り
す
る
存
在
で
は
な
く
、
受
け
身
で
従
属

的
な
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
。
男
性
た
ち
が
彼
女
た
ち
に
そ
の
よ
う
に
接
す
る
だ
け
で
な
く
、
彼
女
た
ち

も
そ
の
こ
と
を
当
然
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
作
品
は
あ
く
ま
で
も
伝
統
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
念
を
前
提
と
し
て
い
る
。
だ
が
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
そ
う
し
た
女
性
た
ち
も
実
は
意
外
な
主
体
性
を
持
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
仄
め

か
す
に
見
え
る
個
所
が
あ
る
。
そ
う
い
う
個
所
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
小
説
の
意
外
な
現
代
性
だ
と
ま
で

い
っ
た
ら
買
い
か
ぶ
り
す
ぎ
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
と
に
か
く
、
私
は
読
ん
で
い
て
そ
う
い
う
個

所
に
特
に
関
心
を
そ
そ
ら
れ
た
。

五
〇
年
代
学
生
運
動
の
一
員
だ
っ
た
日
浦
朝
子
は
、
運
動
の
中
で
、
あ
く
ま
で
も
補
助
的
な
役
割
を
与

え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
と
き
は
ハ
ン
ス
ト
学
生
を
看
護
し
つ
つ
監
視
す
る
役
割
を
与
え
ら
れ
、
あ
る
と
き

は
そ
れ
ま
で
の
建
前
と
は
逆
に
、
ハ
ン
ス
ト
学
生
を
秘
密
裡
に
脱
出
さ
せ
る
手
引
き
を
命
じ
ら
れ
た
り
す

る(5
)

。
彼
女
は
、
「
女
性
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
補
助
的
役
割
ば
か
り
押
し
つ
け
ら
れ

る
の
か
」
と
い
う
抗
議
の
仕
方
は
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
後
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
予
感
さ
れ
て
い
な

い
。
だ
が
、
ま
さ
に
補
助
的
役
割
を
あ
て
が
わ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
う
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
自
分
の

気
持
ち
を
、
男
性
が
理
解
し
な
い
こ
と
に
時
と
し
て
憤
激
す
る
。
自
分
が
補
助
的
役
割
ば
か
り
担
う
こ
と

自
体
は
か
ま
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
自
分
が
何
を
感
じ
て
い
る
の
か
へ
の
理
解
の
欠
如
は
深
い
失

望
感
を
誘
う
。
そ
し
て
、
七
年
後
に
か
つ
て
の
学
友
た
ち
と
再
会
し
た
と
き
も
、
は
じ
め
の
う
ち
は
抑
制

的
な
言
葉
し
か
発
し
な
い
が
、
や
が
て
旧
友
た
ち
の
考
え
方
・
感
じ
方
の
癖
を
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
利
己
性
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を
含
め
て
―
―
辛
辣
に
批
評
し
た
り
す
る
。
彼
女
が
見
合
い
結
婚
に
踏
み
切
る
の
も
、
一
面
で
は
逃
避
だ

が
、
他
面
で
は
、
い
つ
ま
で
も
不
毛
な
観
念
談
義
に
耽
り
続
け
る
旧
友
た
ち
へ
の
縁
切
り
状
と
も
と
れ
る
。

西
村
と
見
合
い
で
結
婚
し
た
西
村
千
津
子
は
、
伝
統
的
な
妻
と
し
て
の
役
割
に
ひ
た
す
ら
忠
実
で
あ
ろ

う
と
し
、
夫
が
突
然
職
を
辞
し
た
り
、
原
稿
出
版
の
伝
手
を
求
め
て
大
阪
に
出
か
け
て
、
何
の
連
絡
も
し

て
こ
な
い
と
き
に
も
、
と
に
か
く
「
よ
き
妻
」
で
あ
り
続
け
よ
う
と
努
め
る
。
大
阪
の
釜
ヶ
崎
と
お
ぼ
し

い
簡
易
宿
泊
所
（
い
わ
ゆ
る
ド
ヤ
街
）
で
変
わ
り
果
て
た
夫
を
見
出
し
た
と
き
、
「
僕
は
誠
実
主
義
者
で

は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
お
よ
そ
誠
実
で
は
な
か
っ
た
」
「
悪
し
き
観
念
を
も
ち
な
が
ら
、
無
力
な
善
人
で

し
か
あ
り
え
な
い
自
分
が
恥
ず
か
し
い
」
等
々
の
言
葉
を
連
ね
る
夫
に
対
し
て
彼
女
が
い
だ
く
感
想
は
、

彼
の
観
念
的
反
省
癖
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。

「
可
哀
そ
う
に
、
こ
の
人
は
疲
れ
き
っ
て
い
る
、
と
千
津
子
は
思
っ
た
。
す
な
お
に
、
迷
惑
を
か
け

心
配
さ
せ
た
妻
に
頭
を
下
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
と
さ
ら
に
偽
悪
的
な
言
辞
を
撒
き
ち
ら
し
、
自

分
を
貶
め
て
み
せ
て
い
る
。
そ
ん
な
言
葉
に
、
文
字
通
り
の
意
味
な
ど
な
い
こ
と
は
、
既
に
二
児
の

母
で
あ
る
千
津
子
に
は
分
か
っ
て
い
た
。
男
は
何
歳
に
な
っ
て
も
し
ょ
せ
ん
子
供
な
の
だ
。
温
か
い

夕
食
や
、
目
醒
め
た
と
き
に
枕
許
に
置
か
れ
て
あ
る
新
し
い
下
着
、
ポ
ケ
ッ
ト
を
ま
さ
ぐ
っ
て
い
る

と
き
に
、
さ
っ
と
煙
草
や
マ
ッ
チ
を
差
し
出
し
て
く
れ
る
手
が
な
け
れ
ば
、
た
ち
ま
ち
不
安
に
お
の

の
き
、
酒
に
身
を
も
ち
く
ず
し
た
り
す
る
。
ど
ん
な
男
で
も
冷
飯
ば
か
り
三
ヶ
月
も
続
け
て
食
わ
さ

れ
れ
ば
虚
無
主
義
者
に
な
る
も
の
だ
」
。

こ
の
時
点
で
は
な
お
も
西
村
に
帰
郷
と
再
起
を
勧
め
て
い
た
千
津
子
は
、
や
が
て
本
当
に
愛
想
を
尽
か

し
て
、
彼
を
捨
て
て
し
ま
う
。

も
う
一
人
の
重
要
な
女
性
の
登
場
人
物
で
あ
る
山
内
千
代
は
娼
婦
で
あ
り
、
理
屈
ば
っ
た
長
い
言
葉
を

発
し
た
り
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
あ
る
意
味
で
は
西
村
の
内
面
を
最
も
よ
く
理
解
し
た
の
は
彼

女
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
感
じ
さ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
最
終
的
に
西
村
が
死
ん
だ
と
き
、
そ
の
後
始

末
を
し
た
の
も
彼
女
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
女
性
の
描
き
方
は
、
そ
れ
自
体
が
、
男
性
で
あ
る
著
者
の
自
分
勝
手
な
思
い
込
み
に
基
づ

い
た
女
性
像
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
な
発
想
が
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
う
い
う
男
性
中
心
的
な
作
品
の
中
で
あ
っ
て
も
、
女
性
が
何
の
主
体
性
も
も
た
な
い
わ
け
で
も
な
け
れ

ば
、
独
自
の
観
察
眼
や
人
生
観
を
も
た
な
い
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
点

で
あ
る
。

（
二
〇
一
五
年
五
月
初
稿
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
一
部
改
稿
）


