
高
齢
化
社
会
の
問
題
が
言
わ
れ
出
し
て
す
で
に
久
し
い
が
、
老
い
の
 
 

問
題
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
人
間
の
本
質
に
か
か
わ
る
古
く
か
ら
の
 
 

大
問
題
で
あ
っ
た
。
 
 
 

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
仏
陀
伝
中
の
四
門
出
遊
の
伝
説
に
お
 
 

い
て
、
若
き
仏
陀
、
悉
達
太
子
は
ま
ず
王
城
の
東
の
門
を
出
て
老
人
に
 
 

出
会
う
。
そ
の
老
人
の
様
相
は
『
仏
本
行
集
経
』
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
 
 

で
あ
っ
た
。
 
 

偏
倭
低
頭
。
 
 

曲
脊
傍
行
。
 
 

身
髄
萎
推
。
 
 

猶
如
挽
鋸
。
 
 

（
背
が
か
が
ま
っ
て
頭
が
低
く
、
歯
は
は
と
ん
ど
な
く
、
白
髪
で
、
 
 

「
老
い
ら
く
の
恋
」
・
東
西
の
系
譜
（
一
）
 
 

序
論
 
 

ロ
歯
疎
放
。
 
 

唯
骨
輿
皮
。
 
 

唯
仰
杖
力
。
 
 

四
支
戦
挑
。
 
 

「
老
い
」
 
の
比
較
文
学
 
 

幾
層
如
霜
。
 
 

無
有
肌
肉
。
 
 

上
気
苦
蠍
。
 
 

行
歩
不
安
。
 
 

形
容
票
数
。
膚
色
薫
鮭
。
 
 

咽
下
寛
緩
。
如
牛
垂
禎
。
 
 

喘
息
馨
轟
。
喉
内
吼
鳴
。
 
 

（
1
）
 
 

或
倒
或
扶
。
取
杖
薦
正
。
 
 

増
 
田
 
裕
美
子
 
 

顔
は
黒
く
殻
だ
ら
け
で
、
膚
ほ
黒
く
、
背
を
曲
げ
て
道
の
端
を
歩
い
 
 
 

だ
」
と
答
え
る
。
そ
し
て
、
老
い
と
は
何
か
、
ま
た
誰
一
人
と
し
て
老
 
 

て
い
る
。
骨
と
皮
ば
か
り
で
筋
肉
は
な
く
、
あ
、
こ
の
下
は
た
る
ん
で
 
 
 

牛
の
た
れ
肉
の
よ
う
に
垂
れ
下
が
り
、
体
は
萎
え
く
だ
け
て
、
杖
に
 
 
 

の
み
す
が
り
、
苦
し
げ
に
せ
き
を
し
、
息
づ
か
い
も
荒
く
、
の
ど
か
 
 
 

ら
の
こ
ぎ
り
を
ひ
く
よ
う
な
音
を
出
し
て
い
る
。
手
足
は
ふ
る
え
、
 
 
 

歩
行
も
困
難
で
、
倒
れ
て
は
身
を
支
え
て
杖
を
取
り
起
き
上
が
る
。
）
 
 

ま
こ
と
に
悲
惨
な
状
態
で
あ
る
が
、
こ
の
「
不
祥
な
る
衰
相
」
を
見
て
 
 

太
子
は
「
こ
れ
は
何
者
か
」
と
敬
老
に
問
い
、
敬
老
は
「
こ
れ
は
老
人
 
 
 

い
を
免
れ
る
者
は
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
王
城
に
引
き
返
す
。
 
 

そ
の
後
太
子
は
南
の
城
門
か
ら
出
遊
し
て
病
人
に
、
西
の
城
門
か
ら
出
 
 

遊
し
て
死
人
に
、
北
の
城
門
か
ら
出
遊
し
て
出
家
人
に
会
い
、
こ
れ
が
 
 

機
縁
と
な
っ
て
や
が
て
出
家
す
る
に
至
る
。
 
 
 

仏
陀
の
よ
う
に
老
い
を
人
間
の
大
い
な
る
苦
し
み
、
不
幸
の
一
つ
で
 
 
 



あ
る
と
す
る
態
度
は
、
旧
約
聖
書
中
の
『
伝
道
の
書
』
に
も
見
ら
れ
る
。
 
 

そ
こ
で
は
ま
ず
「
若
い
者
よ
、
あ
な
た
の
若
い
時
に
楽
し
め
」
 
（
第
十
 
 

一
章
第
九
節
）
と
説
か
れ
、
老
年
と
い
う
「
悪
し
き
日
」
 
（
第
十
二
章
 
 

第
〓
即
）
が
来
る
と
「
「
わ
た
し
に
は
な
ん
の
楽
し
み
も
な
い
」
と
言
 
 

う
よ
う
に
」
 
（
同
）
な
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
十
二
 
 

章
第
三
節
以
下
に
お
い
て
様
々
な
隠
喩
で
老
衰
の
様
相
が
歌
わ
れ
て
い
 
 

る
が
、
そ
れ
は
先
に
引
用
し
た
『
仏
本
行
集
経
』
 
の
描
写
に
劣
ら
ぬ
は
 
 

ど
悲
惨
で
苛
酷
な
も
の
で
あ
る
。
 
 

そ
の
日
に
は
家
の
番
人
ど
も
（
手
足
の
こ
と
）
は
ふ
る
え
、
 
 
 

た
く
ま
し
い
男
衆
（
腰
の
こ
と
）
も
か
が
み
、
 
 
 

粉
ひ
き
娘
ら
（
歯
の
こ
と
）
 
の
数
も
へ
っ
て
仕
事
を
や
め
、
 
 
 

窓
か
ら
の
ぞ
く
女
ら
（
目
の
こ
と
）
も
か
す
ん
で
、
 
 
 

町
の
門
（
耳
の
こ
と
）
 
は
と
ざ
さ
れ
る
。
 
 
 

そ
う
な
る
と
粉
ひ
く
者
（
人
の
話
し
声
）
も
遠
の
き
、
 
 
 

小
鳥
の
声
に
目
を
さ
ま
す
。
 
 
 

そ
し
て
歌
の
娘
ら
（
音
声
の
調
子
）
は
み
な
低
く
な
る
。
 
 
 

彼
ら
は
ま
た
坂
を
上
る
の
が
大
儀
に
な
り
、
 
 
 

道
を
歩
く
と
き
も
恐
れ
が
先
立
つ
。
 
 
 

あ
め
ん
ど
う
の
花
白
く
咲
き
（
白
髪
が
ふ
え
る
こ
と
）
、
 
 
 

蛙
は
萎
え
（
精
力
が
衰
え
る
こ
と
）
、
 
 
 

ふ
う
ち
ょ
う
ぼ
く
の
蕾
（
強
精
剤
）
も
き
き
め
が
な
い
。
 
 
 

せ 

か
く
て
人
は
永
久
の
住
居
（
墓
）
 
に
移
ら
ん
と
し
、
 
 

弔
問
の
客
が
門
辺
を
往
き
 
 

老
い
は
肉
体
的
に
は
明
ら
か
に
衰
退
で
あ
り
凋
落
で
あ
る
。
人
体
の
 
 

静
機
能
ほ
低
下
し
、
容
貌
は
醜
悪
な
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
前
途
に
は
 
 

肉
体
的
崩
壊
の
究
極
を
な
す
死
が
待
つ
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
は
り
 
 

嘆
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
類
共
通
の
不
幸
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
古
 
 

来
日
本
で
も
老
い
の
嘆
き
を
詩
文
に
う
た
っ
た
も
の
は
多
い
が
、
こ
こ
 
 

で
『
万
葉
集
』
の
山
上
憶
良
の
有
名
な
「
二
毛
の
嘆
き
（
黒
髪
に
白
髪
 
 

の
交
っ
た
嘆
き
）
」
を
う
た
っ
た
歌
を
紹
介
し
た
い
。
憶
良
が
神
亀
五
 
 

年
（
七
二
八
）
、
六
十
九
歳
の
時
に
作
っ
た
「
世
間
の
住
み
か
た
き
こ
と
 
 

を
哀
し
ぶ
る
歌
一
首
」
で
あ
る
。
 
 
 

っ
っ
 
 
 

よ
の
な
か
す
べ
 
 
 

世
間
の
 
術
な
き
も
の
は
 
年
月
は
流
る
る
如
し
取
り
続
き
追
い
 
 

を
と
め
 
 
 

き
た
を
と
め
 
 
 

来
る
も
の
は
 
育
種
に
迫
め
寄
り
来
る
 
少
女
ら
が
 
少
女
さ
び
す
と
 
 

よ
ち
こ
 
 
 

か
ら
た
ま
た
も
と
ま
 
 
 

唐
玉
を
 
手
本
に
纏
か
し
 
同
輩
児
ら
と
 
手
携
り
て
 
遊
び
け
む
 
 

は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
の
な
か
 
 

な 

た
ど
 
 

ら
が
 
さ
寝
す
板
戸
を
 
押
し
開
き
 
い
辿
り
よ
り
て
 
真
玉
手
の
 
 
 

時
の
盛
り
を
 
留
み
か
ね
 
過
し
通
り
つ
れ
 
 

い
つ
 
 

に
 
何
時
の
聞
か
 
霜
の
降
り
け
む
 
紅
の
 
 

ま
す
ら
を
を
と
こ
 
 

か
 
奴
が
来
り
し
 
大
夫
の
 
男
子
さ
び
す
と
 
 

た
に
ぎ
 
 

は
さ
つ
 
 

り
偲
き
 
猟
弓
を
 
手
握
り
持
ち
て
 
赤
駒
に
 
 

み
な
わ
た
 
 

捲
の
腸
 
か
黒
き
髪
 
 

面
の
上
に
 
何
処
ゆ
 
 
 

剣
太
刀
 
腰
に
取
 
 

し
っ
く
ら
 
 
 

倭
文
鞍
う
ち
置
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
と
め
 
 



カ 

た
つ
か
 
 
 

い
く
だ
 
 
 

玉
手
さ
し
交
へ
 
さ
寝
し
夜
の
 
幾
許
も
あ
ら
ね
ば
手
束
杖
腰
に
 
 
 

た
が
ね
て
 
か
行
け
ば
 
人
に
厭
は
え
 
か
く
行
け
ば
 
人
に
憎
ま
 
 

お
よ
し
を
 
 
 

え
 
老
男
ほ
 
斯
く
の
み
な
ら
し
 
た
ま
き
は
る
 
命
惜
し
け
ど
 
 

す
べ
 
 
（
3
）
 
 
 

せ
む
術
も
無
し
 
 

年
月
が
流
れ
去
り
身
の
衰
え
が
様
々
に
起
っ
て
く
る
の
は
ど
う
し
よ
 
 

う
も
な
い
、
と
個
人
的
な
感
慨
を
込
め
て
歌
い
出
し
た
あ
と
、
憶
良
は
 
 

若
い
娘
た
ち
の
生
き
生
き
と
し
た
生
態
を
そ
の
鮮
か
な
美
し
さ
 
ー
 
黒
 
 

い
髪
や
紅
の
頬
 
－
 
と
と
も
に
描
き
出
す
。
無
論
そ
う
し
た
「
時
の
盛
 
 

り
を
留
み
か
ね
」
 
い
つ
の
間
に
か
忍
び
寄
っ
て
く
る
老
醜
と
い
う
も
の
 
 

を
対
比
的
に
描
く
仕
掛
け
な
の
だ
が
、
続
い
て
若
い
男
の
諷
爽
た
る
姿
 
 

も
描
写
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
自
ら
の
若
い
日
々
の
こ
と
を
も
回
想
し
て
 
 

い
る
の
で
あ
ろ
う
。
面
白
お
か
し
く
遊
び
暮
ら
し
、
想
い
を
寄
せ
る
娘
 
 

の
と
こ
ろ
に
通
っ
て
夜
を
共
に
過
ご
し
た
も
の
だ
が
、
そ
う
い
う
楽
し
 
 

い
日
々
も
長
く
は
続
か
ず
、
老
い
さ
ら
ば
え
て
杖
を
腰
に
当
て
が
い
、
 
 

行
く
先
々
で
人
々
に
嫌
わ
れ
憎
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
 
ー
 
と
、
 
 

老
年
の
み
じ
め
さ
、
哀
れ
さ
を
絶
望
的
な
調
子
で
歌
う
。
 
 

た
し
な
 
 
 

憶
良
は
五
年
後
に
も
「
老
い
た
る
身
の
重
き
病
に
年
を
経
て
辛
苦
み
、
 
 

及
児
等
を
恩
ふ
歌
七
首
」
 
で
、
老
い
の
上
に
病
い
を
も
得
た
自
ら
の
悲
 
 

惨
窮
ま
る
境
遇
を
救
い
が
た
い
ほ
ど
暗
い
調
子
で
嘆
い
て
い
る
が
、
そ
 
 

う
し
た
老
い
の
言
わ
ば
闇
の
よ
う
な
暗
さ
を
、
若
さ
の
持
つ
、
光
が
満
 
 

ち
あ
ふ
れ
た
よ
う
な
明
る
さ
と
対
照
さ
せ
た
点
が
先
の
 
「
世
間
の
…
…
」
 
 

す
る
傾
向
で
あ
ろ
う
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
老
人
は
「
自
 
 

分
の
後
ろ
に
長
い
人
生
を
持
ち
、
自
分
の
前
に
ど
く
限
ら
れ
た
生
存
の
 
 

（
4
）
 
 

望
み
を
持
つ
人
間
」
な
の
で
あ
る
。
ず
っ
と
以
前
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
 
 

も
こ
う
述
べ
て
い
る
。
老
人
た
ち
は
「
希
望
に
よ
っ
て
よ
り
も
、
む
し
 
 

ろ
記
憶
に
よ
っ
て
生
き
る
。
と
い
う
の
は
彼
ら
の
人
生
の
残
り
の
部
分
 
 

は
短
く
、
過
ぎ
去
っ
た
部
分
は
長
い
が
、
し
か
し
希
望
は
未
来
に
、
記
 
 

憶
は
過
去
の
も
の
に
係
わ
る
も
の
だ
か
ら
で
」
と
。
 
 
 

そ
し
て
ま
た
、
若
さ
の
も
つ
価
値
の
大
き
さ
は
、
年
老
い
て
若
さ
を
 
 

失
っ
て
み
て
初
め
て
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
病
気
に
 
 

な
っ
て
健
康
の
有
難
味
を
知
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
若
さ
 
 

は
健
康
と
違
っ
て
再
び
取
り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
 
 

そ
、
な
お
一
層
過
去
を
ふ
り
返
り
、
若
さ
を
い
と
お
し
む
の
で
あ
る
。
 
 
 

実
際
、
至
る
と
こ
ろ
で
若
さ
を
賞
揚
し
若
返
り
た
い
と
希
求
す
る
老
 
 

人
の
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
エ
ウ
リ
ビ
デ
ス
の
 
『
ヘ
 
 

ラ
ク
レ
ス
』
 
で
老
人
の
コ
ロ
ス
は
次
の
よ
う
に
う
た
う
。
 
 
 

の
歌
の
特
色
で
あ
る
。
実
に
若
者
た
ち
の
様
子
は
屈
託
な
く
喜
び
に
あ
 
 

ふ
れ
て
い
て
輝
か
し
く
美
し
い
。
だ
が
若
者
た
ち
自
身
は
そ
ん
な
こ
と
 
 

に
は
気
づ
き
も
し
な
い
だ
ろ
う
。
老
い
て
人
生
の
果
て
に
立
っ
て
過
去
 
 

を
ふ
り
返
っ
て
み
た
時
に
、
失
わ
れ
た
若
い
日
々
が
輝
き
を
も
っ
て
よ
 
 

み
が
え
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 

こ
う
し
た
過
去
へ
の
視
点
、
若
き
日
の
追
憶
は
老
い
た
る
者
に
共
通
 
 



若
さ
こ
そ
わ
が
歓
び
、
 
 

だ
が
老
年
が
い
つ
も
 
 

ア
イ
ト
ネ
の
岩
よ
り
重
く
肩
に
か
か
り
 
 

闇
の
覆
い
で
ま
ぶ
た
を
隠
す
。
 
 

ア
シ
ア
の
王
の
豊
か
な
富
も
 
 

黄
金
溢
れ
る
館
も
 
 

若
さ
に
は
代
え
ら
れ
な
い
。
 
 

若
さ
こ
そ
富
あ
る
者
に
麗
し
く
 
 

貧
し
き
者
に
も
麗
し
い
。
 
 

死
を
運
ぶ
疎
ま
し
き
老
年
を
私
は
憎
む
。
 
 

海
の
底
深
く
沈
む
か
 
 

永
遠
に
大
空
高
く
飛
び
去
っ
て
 
 

人
の
子
の
館
や
町
を
 
 

訪
れ
な
け
れ
ば
よ
い
も
の
を
。
 
 

も
し
神
々
が
人
の
智
恵
と
思
慮
を
お
持
ち
な
ら
 
 

し
る
し
 
 

徳
あ
る
人
に
は
そ
の
定
か
な
標
に
と
 
 

二
度
の
若
さ
を
贈
り
給
う
た
に
違
い
な
い
。
 
 

す
ぐ
れ
た
人
は
生
を
終
え
た
そ
の
後
も
 
 

再
び
陽
の
下
に
延
り
 
 

卑
し
き
者
は
た
だ
一
度
の
生
を
歩
む
の
み
。
 
 
 

二
度
目
の
青
春
を
生
き
る
が
、
 
 

（
6
〕
 
 

『
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』
は
エ
ウ
リ
ビ
デ
ス
が
六
十
余
歳
の
時
の
作
品
で
あ
 
 

る
か
ら
、
「
若
さ
こ
そ
わ
が
歓
び
」
、
「
疎
ま
し
き
老
年
を
私
は
憎
む
」
 
 

と
う
た
う
こ
の
コ
ロ
ス
の
こ
と
ば
に
は
作
者
自
身
の
切
実
な
思
い
が
込
 
 

め
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 
 

、
だ
が
、
エ
ウ
リ
ビ
デ
ス
の
「
二
度
の
若
さ
を
」
と
の
切
実
な
願
い
は
、
 
 

か
な
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
虚
し
い
願
い
で
あ
る
。
人
は
誰
し
も
天
折
 
 

し
な
い
限
り
年
老
い
て
死
ん
で
ゆ
き
、
そ
の
後
に
再
び
青
春
を
生
き
る
 
 

こ
と
は
な
い
。
老
い
る
と
い
う
の
は
不
可
避
で
不
可
逆
な
現
象
な
の
で
 
 

あ
る
。
 
 
 

『
古
今
和
歌
集
』
に
も
ま
た
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。
 
 

さ
か
さ
ま
に
 
年
も
ゆ
か
な
む
 
取
り
も
あ
へ
ず
 
過
ぐ
る
齢
や
 
 

と
も
に
か
へ
 
 

さ
か
さ
ま
に
年
月
が
流
れ
て
い
っ
て
は
し
い
、
つ
か
ま
え
る
こ
と
も
 
 

で
き
ず
に
過
ぎ
て
い
っ
た
私
の
年
齢
が
、
そ
れ
と
と
も
に
戻
っ
て
く
る
 
 

よ
う
に
 
－
 
こ
の
若
返
り
へ
の
虚
し
い
願
望
が
如
実
に
老
い
の
悲
哀
を
 
 

物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
老
い
が
人
間
の
宿
命
で
あ
る
こ
と
を
も
。
 
 

二
 
 

『
古
今
和
歌
集
』
に
は
次
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。
 
 

4   



老
い
ら
く
の
 
釆
む
と
知
り
せ
ば
 
門
さ
し
て
 
な
し
と
答
へ
て
 
 

（
8
）
 
 
あ
は
ぎ
ら
ま
し
を
 
 

老
い
が
来
る
と
わ
か
っ
て
い
た
な
ら
、
門
を
閉
ざ
し
て
「
留
守
だ
」
 
 

と
答
え
て
会
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
に
1
－
と
、
こ
の
歌
も
ま
た
老
い
の
 
 

悲
哀
を
漂
わ
せ
つ
つ
老
い
の
不
可
避
性
を
う
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
 
 

半
ば
譜
諺
的
に
技
巧
を
こ
ら
し
、
擬
人
化
し
た
老
い
に
対
し
居
留
守
を
 
 

つ
か
う
つ
も
り
だ
っ
た
、
と
う
た
う
こ
の
歌
を
、
現
実
的
な
目
で
皮
肉
 
 

に
眺
め
れ
ば
、
い
さ
さ
か
合
点
が
い
か
な
い
と
言
う
向
き
も
あ
る
か
も
 
 

し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
老
い
が
実
際
不
可
避
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
 
 

老
い
が
来
る
と
わ
か
っ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
門
を
閉
ざ
し
て
い
よ
 
 

う
が
い
ま
い
が
、
老
い
と
出
会
わ
ず
に
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
 
 

ら
く
こ
の
歌
の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
は
「
釆
む
と
知
り
せ
ば
」
と
い
う
反
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

事
実
の
仮
定
で
あ
ろ
う
。
事
実
ほ
、
老
い
が
来
る
と
わ
か
っ
て
い
な
か
 
 

ヽ
ヽ
 
 

っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

確
か
に
老
い
の
到
来
は
人
類
共
通
の
宿
命
と
し
て
知
ら
れ
て
は
い
る
。
 
 

し
か
し
、
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
こ
と
と
実
際
に
体
験
す
る
こ
と
と
 
 

の
間
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
。
実
際
に
老
い
が
到
来
し
て
初
め
て
老
い
 
 

と
い
う
も
の
の
実
体
が
現
実
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ヴ
 
 

ォ
ワ
ー
ル
は
「
老
い
ほ
ど
予
期
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
老
 
 

（
q
こ
 
 

い
ほ
ど
思
い
が
け
な
い
も
の
は
な
い
」
と
言
っ
た
。
誰
も
老
い
と
い
う
 
 

も
の
が
来
る
こ
と
を
知
っ
て
い
な
が
ら
、
現
実
の
こ
と
と
し
て
考
え
よ
 
 

う
と
は
し
な
い
。
仏
陀
の
よ
う
に
老
い
が
や
が
て
は
自
分
自
身
の
現
実
 
 

と
な
る
こ
と
を
知
l
っ
て
苦
悩
し
俗
世
の
快
楽
を
捨
て
よ
う
と
す
る
人
は
 
 

ま
ず
い
な
い
だ
ろ
う
。
大
抵
の
人
に
と
っ
て
老
い
は
遠
い
未
来
の
出
来
 
 

事
で
あ
り
、
「
非
現
実
的
な
も
の
に
思
わ
れ
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
非
現
実
な
老
い
と
現
実
の
老
い
と
の
落
差
を
先
の
和
歌
に
読
み
 
 

と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
っ
た
い
現
実
に
 
「
老
い
 
 

る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

ま
ず
、
老
い
は
実
際
思
い
が
け
な
く
突
然
に
や
っ
て
来
る
。
仏
陀
に
 
 

、
‖
、
 
 

よ
れ
ば
「
老
至
如
レ
電
」
 
－
 
老
い
が
や
っ
て
来
る
の
は
稲
妻
の
よ
う
だ
、
 
 

（
1
2
）
 
 

と
い
う
。
ゲ
ー
テ
は
「
老
年
は
我
々
を
不
意
に
と
ら
え
る
」
と
述
べ
た
。
 
 

老
い
の
到
来
は
一
つ
の
衝
撃
で
あ
り
、
老
い
を
迎
え
た
人
々
は
皆
一
様
 
 

に
そ
の
驚
愕
を
露
わ
に
す
る
。
そ
う
し
た
点
で
は
な
は
だ
興
味
深
い
作
 
 

品
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
万
葉
集
』
 
の
 
「
水
江
の
浦
島
の
子
を
詠
む
一
 
 

首
」
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
長
歌
は
言
う
ま
で
も
な
 
 

く
浦
島
子
説
話
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
『
丹
後
国
風
土
記
』
な
ど
 
 

に
見
え
る
他
の
浦
島
子
説
話
と
際
立
っ
て
異
な
る
の
は
、
浦
島
子
が
海
 
 

神
宮
か
ら
故
郷
に
帰
っ
て
き
て
玉
手
箱
を
開
け
た
後
老
人
に
な
っ
て
し
 
 

ま
う
部
分
の
展
開
で
あ
る
。
 
 

く
し
げ
 

と
こ
よ
へ
 
 
玉
優
 
少
し
開
く
に
 
白
雲
の
 
箱
よ
り
出
で
て
 
常
世
辺
に
 
棚
 
 

こ
い
ま
ろ
 
 
 

引
き
ぬ
れ
ば
 
立
ち
走
り
 
叫
び
袖
振
り
 
反
側
び
 
足
ず
り
し
 
 
 



こ
こ
ろ
け
う
 
 
 

つ
つ
 
た
ち
ま
ち
に
 
情
消
失
せ
ぬ
 
若
か
り
し
 
膚
も
放
み
ぬ
 
 

い
き
 
 
 

し
ら
 
 
黒
か
り
し
 
髪
も
白
け
ぬ
 
ゆ
な
ゆ
な
は
 
気
さ
へ
絶
え
て
 
後
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
1
3
）
 
 
 

ひ
に
 
命
死
に
け
る
 
 

老
い
の
衝
撃
の
深
さ
を
こ
れ
は
ど
鮮
烈
に
表
現
し
た
も
の
は
他
に
は
 
 

あ
る
ま
い
。
玉
手
箱
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
永
遠
の
若
さ
が
白
 
 

煙
と
な
っ
て
不
老
不
死
の
楽
土
・
常
世
に
逃
れ
去
っ
て
し
ま
い
、
老
い
 
 

に
不
意
打
ち
さ
れ
た
浦
島
子
は
、
あ
ま
り
の
こ
と
に
自
制
心
を
失
い
、
 
 

気
も
狂
わ
ん
ば
か
り
に
わ
め
き
騒
ぐ
。
こ
の
撃
烈
な
嘆
き
の
末
に
浦
島
 
 

子
は
ま
さ
に
憤
死
し
て
し
ま
う
。
 
 
 

「
あ
け
て
び
っ
く
り
玉
手
箱
」
と
言
う
が
、
こ
れ
は
な
か
ん
ず
く
老
 
 

い
に
対
す
る
驚
博
を
表
わ
し
て
い
る
と
言
え
る
。
少
く
と
も
『
万
葉
集
』
 
 

の
場
合
を
見
る
限
り
そ
う
と
ら
え
て
差
支
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
老
 
 

人
に
相
違
な
い
こ
の
万
葉
の
歌
人
は
、
浦
島
子
め
物
語
の
中
に
自
ら
の
 
 

老
境
の
感
慨
を
歌
い
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
彼
に
は
一
つ
の
仙
境
讃
を
物
 
 

語
る
と
い
う
意
図
が
希
薄
で
あ
っ
た
。
常
世
で
あ
る
海
神
宮
に
つ
い
て
 
 

の
具
体
的
な
描
写
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
り
、
 
 

彼
に
と
っ
て
は
老
い
て
死
ん
で
ゆ
く
人
間
の
現
実
の
方
が
よ
り
重
要
な
 
 

問
題
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
放
郷
に
帰
ろ
う
と
す
る
浦
島
子
 
 

に
対
し
て
、
「
老
い
も
せ
ず
 
死
に
も
せ
ず
し
て
 
永
き
世
に
 
あ
り
 
 

（
 

け
る
も
の
を
世
の
中
の
肇
が
津
⊥
と
い
う
批
判
的
な
言
辞
を
 
 

浴
び
せ
か
け
も
し
た
の
で
あ
る
。
内
藤
高
氏
も
、
浦
島
子
が
老
人
と
な
 
 

っ
た
部
分
の
描
写
が
リ
ア
リ
テ
ィ
に
満
ち
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
 
 

（
1
5
）
 
 

「
一
つ
の
夢
物
語
が
個
人
の
生
と
重
な
っ
て
く
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
老
い
に
対
す
る
驚
博
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
。
何
が
 
 

人
を
面
く
ら
わ
せ
る
の
か
。
老
い
の
正
体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
 
 

争
つ
し
た
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
先
の
浦
島
子
の
物
語
を
再
び
眺
め
 
 

て
み
る
と
、
玉
手
箱
を
あ
け
た
と
た
ん
に
若
く
瑞
々
し
い
膚
が
敏
く
ち
 
 

ゃ
に
な
り
黒
髪
が
白
く
な
る
と
い
う
変
容
が
一
瞬
の
う
ち
に
起
っ
て
い
 
 

る
。
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
一
瞬
の
う
ち
に
起
る
の
で
は
な
い
が
、
「
老
 
 

い
る
」
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
変
身
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
人
々
を
驚
 
 

か
す
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
こ
の
変
身
は
、
た
と
え
ば
灰
 
 

に
ま
み
れ
た
シ
ン
デ
レ
ラ
が
美
し
い
姫
と
な
り
、
あ
る
い
は
汚
ら
し
い
 
 

蛙
が
美
し
い
王
子
と
な
る
よ
う
な
変
身
と
同
列
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
 
 

も
の
だ
ろ
う
か
。
単
に
美
醜
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
同
種
の
変
身
と
見
 
 

な
さ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
老
い
と
い
う
変
身
は
、
い
か
 
 

な
る
人
に
と
っ
て
も
好
ま
し
く
な
い
変
身
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
引
 
 

き
起
こ
さ
れ
る
驚
き
の
感
情
の
中
に
は
悲
嘆
こ
そ
あ
れ
喜
び
は
見
い
出
 
 

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
、
子
供
か
ら
大
人
へ
と
い
 
 

う
思
春
期
の
変
化
と
比
較
し
て
、
老
い
は
何
ら
の
利
点
も
も
た
ら
さ
な
 
 

い
「
不
面
目
な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
と
述
べ
て
い
る
。
自
分
が
 
 

自
分
で
な
く
な
る
、
自
分
が
別
の
人
間
に
な
る
、
そ
れ
だ
け
で
も
非
常
 
 

な
不
安
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
な
の
に
、
老
人
に
な
る
こ
と
は
救
い
よ
う
 
 

の
な
い
明
ら
か
な
失
墜
な
の
で
あ
る
。
 
 
 



し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
受
け
入
れ
難
い
変
身
で
あ
り
乗
り
越
え
難
い
 
 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
で
あ
る
老
い
に
、
誰
も
が
否
応
な
く
直
面
 
 

せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
人
は
、
自
分
は
自
分
で
あ
る
と
考
え
、
 
 

年
齢
と
い
う
も
の
を
意
識
は
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
様
々
な
こ
と
が
ら
 
 

が
人
に
老
齢
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
知
ら
せ
る
。
一
八
九
八
年
生
ま
れ
の
 
 

ア
メ
リ
カ
の
文
芸
批
評
家
マ
ル
カ
ム
・
カ
ウ
リ
ー
は
、
八
十
歳
を
越
え
 
 

て
か
ら
著
し
た
『
八
十
歳
か
ら
の
眺
め
』
と
い
う
老
年
論
の
中
で
、
「
本
 
 

当
の
、
本
質
的
な
自
己
は
年
を
と
ら
な
い
」
 
が
、
「
肉
体
や
肉
体
に
ま
 
 

つ
わ
る
こ
と
ど
も
が
そ
の
人
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
、
つ
ま
り
「
あ
な
た
は
 
 

年
寄
り
だ
」
と
い
う
た
だ
一
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
」
と
述
べ
て
 
 

（
 

い
ど
ん
な
場
合
に
人
は
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
の
だ
ろ
う
 
 

か
。
カ
ウ
リ
I
の
あ
げ
て
い
る
例
を
二
、
三
紹
介
し
よ
う
。
 
 

－
 
午
後
居
眠
り
し
て
し
ま
っ
た
時
 
 

－
 
通
り
で
か
わ
い
い
娘
と
す
れ
違
っ
て
も
ふ
り
向
か
な
か
っ
た
時
 
 

（
1
8
）
 
 
 
－
 
夜
は
運
転
し
な
い
と
決
め
た
時
 
 

し
か
し
、
こ
う
し
た
内
な
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り
も
も
っ
と
声
高
な
の
 
 

が
世
人
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
い
う
。
カ
ウ
リ
ー
自
身
の
経
験
に
よ
 
 

れ
ば
、
あ
る
朝
駐
車
場
か
ら
バ
ッ
ク
し
て
出
た
時
に
他
の
車
と
衝
突
し
 
 

そ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
車
を
運
転
し
て
い
た
男
は
自
分
の
方
が
悪
い
の
 
 

に
牽
か
ら
飛
び
出
し
て
き
て
お
こ
り
始
め
た
が
、
カ
ウ
リ
ー
を
ま
じ
ま
 
 

じ
と
見
て
「
な
ん
だ
、
爺
さ
ん
か
」
と
言
い
捨
て
て
車
に
乗
り
込
み
走
 
 

り
去
っ
た
。
カ
ウ
リ
ー
は
「
ま
だ
六
十
瓦
な
の
に
」
と
憤
慨
し
た
と
い
 
 

う
。
カ
ウ
リ
ー
は
ま
た
初
め
て
バ
ス
の
中
で
席
を
譲
ら
れ
た
時
、
「
俺
 
 

は
立
っ
て
い
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
の
か
」
と
情
な
く
思
っ
た
こ
と
を
 
 

回
顧
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
 
「
我
々
は
ま
ず
他
の
人
々
の
目
の
中
で
 
 

年
を
取
り
、
そ
れ
か
ら
徐
々
に
我
々
は
他
の
人
々
の
判
断
に
同
意
す
る
 
 

（
1
9
）
 
 

よ
う
に
な
る
」
 
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
で
明
ら
か
な
の
は
、
老
い
が
単
に
個
々
人
の
内
的
な
生
の
枠
の
 
 

中
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
社
会
的
な
拡
が
り
を
持
っ
た
問
題
だ
と
い
う
 
 

こ
と
で
あ
る
。
個
人
が
主
体
的
に
生
き
る
老
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
一
 
 

方
で
、
客
観
的
に
見
た
、
社
会
に
と
っ
て
の
老
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
 
 

の
で
あ
る
。
 
 
 

と
す
れ
ば
、
肉
体
的
な
衰
退
と
い
う
生
物
学
的
な
側
面
か
ら
老
い
を
 
 

永
遠
普
遍
の
人
間
的
事
実
と
し
て
と
ら
え
る
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
 
 

同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
、
老
い
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
 
 

て
き
た
か
、
老
い
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
や
価
値
を
与
え
て
き
た
 
 

か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
老
い
は
「
単
に
生
物
学
的
事
実
 
 

（
 

で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
的
事
実
な
の
で
あ
碑
」
。
 
 
 

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ド
は
七
十
一
歳
で
あ
っ
た
一
九
四
一
年
三
月
六
日
 
 

の
日
記
に
こ
う
記
し
て
い
る
。
 
 

わ
た
し
の
精
神
は
い
つ
ま
で
も
と
て
も
若
い
の
で
、
確
か
に
七
十
を
 
 
 



男
と
女
は
み
な
役
者
に
す
ぎ
な
い
の
だ
。
 
 

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
深
く
親
し
み
翻
訳
も
い
く
つ
か
も
の
し
て
い
 
 

た
ジ
ッ
ド
が
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
直
接
念
頭
に
お
い
て
先
の
日
記
を
 
 

書
い
た
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
老
人
と
い
う
役
ど
こ
ろ
で
 
 

芝
居
を
演
じ
て
い
る
と
い
う
記
述
は
、
ま
さ
し
く
老
い
が
「
文
化
的
事
 
 

実
」
 
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。
老
人
に
は
、
そ
の
役
廻
 
 

り
に
ふ
さ
わ
し
い
服
装
や
身
ぶ
り
や
セ
リ
フ
や
行
動
や
性
格
が
与
え
ら
 
 

越
え
た
老
人
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
私
の
引
き
受
け
て
演
じ
て
い
る
 
 
 

役
柄
で
あ
る
よ
う
に
絶
え
ず
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
役
柄
か
ら
私
 
 
 

が
離
れ
そ
う
に
な
っ
て
も
、
私
に
老
齢
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
 
 
 

る
肉
体
的
な
障
害
や
衰
え
が
プ
ロ
ン
プ
ク
ー
の
よ
う
に
や
っ
て
来
て
 
 
 

そ
の
役
柄
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
と
私
は
、
自
分
で
も
名
 
 
 

優
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
名
優
の
よ
う
に
自
分
の
役
 
 

（
2
1
）
 
 
 

柄
に
戻
っ
て
そ
れ
を
う
ま
く
演
じ
て
得
意
に
な
る
の
で
あ
る
。
 
 

人
生
が
人
間
社
会
と
い
う
舞
台
で
演
じ
ら
れ
る
一
つ
の
芝
居
で
あ
る
 
 

こ
と
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
し
ば
し
ば
言
及
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
 
 

た
と
え
ば
『
お
気
に
召
す
ま
ま
』
 
で
ジ
ュ
イ
ク
イ
ズ
は
次
の
よ
う
な
有
 
 

名
な
セ
リ
フ
を
ロ
に
す
る
。
 
 

世
界
は
す
べ
て
舞
台
だ
。
 
 

（
2
2
）
 
 

れ
て
い
て
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
 
「
若
者
ら
し
さ
」
 
「
娘
ら
し
さ
」
と
同
 
 

様
の
 
「
老
人
ら
し
さ
」
と
い
う
も
の
だ
が
、
こ
の
 
「
ら
し
さ
」
 
こ
そ
、
 
 

と
り
も
直
さ
ず
そ
の
社
会
が
抱
く
、
老
人
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
そ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
が
、
人
生
と
い
う
芝
居
を
、
日
本
的
 
 

な
書
割
に
お
い
て
演
じ
る
場
合
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
書
割
に
お
い
て
演
 
 

じ
る
場
合
と
で
老
人
の
役
柄
に
ど
の
よ
う
な
相
違
が
見
ら
れ
る
か
、
と
 
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
西
の
文
化
を
考
え
る
上
で
、
両
者
に
お
け
る
老
 
 

い
の
意
味
や
価
値
の
相
違
を
探
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
 
 

も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

三
 
 

ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
は
『
老
い
』
 
の
 
「
序
文
」
 
で
『
老
い
』
を
執
筆
し
 
 

た
動
機
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
顕
著
な
事
実
と
し
て
立
ち
 
 

現
れ
て
く
る
の
は
、
西
洋
人
が
老
い
に
対
し
て
抱
く
言
い
し
れ
な
い
嫌
 
 

悪
感
で
あ
る
。
老
い
は
彼
ら
に
と
っ
て
 
「
禁
じ
ら
れ
た
話
題
」
 
「
タ
ブ
 
 

ー
」
で
あ
り
、
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
が
第
三
の
自
伝
卜
P
句
Q
岩
内
計
∽
n
ぎ
給
わ
 
 

（
邦
訳
は
『
或
る
戦
後
』
）
 
の
最
後
で
自
ら
の
老
い
に
言
及
し
た
こ
と
に
 
 

対
し
て
諾
々
た
る
非
難
が
寄
せ
ら
れ
た
と
い
う
。
「
社
会
に
と
っ
て
、
 
 

老
い
は
恥
ず
べ
き
一
種
の
秘
密
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
 
 

（
2
3
）
 
 

は
慎
み
が
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
」
 
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
書
物
の
世
 
 

界
に
お
い
て
は
「
専
門
書
以
外
に
老
い
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
の
は
非
 
 
 



（
2
4
）
 
 

常
に
ま
れ
で
あ
る
」
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
ほ
、
日
本
人
で
あ
る
我
々
に
と
っ
て
軽
い
驚
き
を
 
 

覚
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
老
い
を
嫌
悪
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
我
 
 

我
の
感
情
の
中
に
老
い
を
極
端
に
忌
み
遠
ざ
け
る
傾
向
は
見
い
出
し
に
 
 

く
い
。
老
い
ほ
隠
匿
さ
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
身
近
に
見
ら
 
 

れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
言
わ
ば
日
常
の
風
景
の
よ
う
に
何
げ
な
く
 
 

顕
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
も
、
老
い
を
話
題
 
 

に
し
た
り
老
人
を
物
語
中
の
一
人
物
と
し
て
登
場
さ
せ
た
り
し
て
も
、
 
 

恥
ず
べ
き
こ
と
で
も
非
難
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
も
な
い
の
は
明
ら
か
で
 
 

あ
ろ
う
。
 
 
 

も
ち
ろ
ん
、
西
洋
に
お
い
て
も
老
人
は
存
在
し
て
い
る
以
上
全
く
無
 
 

視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
文
学
作
品
の
中
に
も
目
立
っ
た
 
 

も
の
は
数
少
な
い
が
、
老
い
を
対
象
化
し
て
描
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
 
 

だ
が
、
そ
う
し
た
老
い
を
対
象
化
し
た
作
品
を
日
本
の
も
の
と
比
較
し
 
 

て
み
る
と
、
東
西
の
文
化
的
相
違
を
反
映
し
て
、
随
分
と
異
な
っ
た
印
 
 

象
を
う
け
る
。
 
 
 

た
と
え
ば
、
現
代
文
学
に
お
い
て
も
、
老
衰
の
末
期
的
症
状
を
示
す
 
 

老
人
の
描
き
方
に
は
驚
く
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
。
一
つ
は
イ
ギ
リ
ス
 
 

の
女
流
作
家
ア
イ
リ
ス
・
マ
ー
ド
ッ
ク
の
『
ブ
ル
ー
ノ
の
夢
』
で
あ
る
 
 

が
、
こ
の
作
品
に
出
て
く
る
ブ
ル
ー
ノ
と
い
う
老
人
は
、
長
年
病
床
に
 
 

あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
寝
た
き
り
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
死
期
が
近
い
。
同
 
 

じ
や
も
め
の
女
婿
と
暮
ら
し
、
看
護
人
や
女
中
に
世
話
を
し
て
も
ら
っ
 
 

て
い
る
。
作
品
の
冒
頭
に
独
白
め
い
た
ブ
ル
ー
ノ
自
身
の
心
理
状
態
が
 
 

凍
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
作
者
ほ
ブ
ル
ー
ノ
を
「
怪
物
」
と
し
て
描
 
 

い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ル
ー
ノ
は
回
り
の
者
が
目
を
そ
む
け
た
り
 
 

す
る
こ
と
で
「
自
分
が
獣
の
頭
、
牛
の
頭
を
し
た
怪
物
、
と
ら
わ
れ
の
 
 

（
2
5
）
 
 

ミ
ノ
タ
ウ
。
ス
に
な
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
」
。
そ
一
悪
臭
を
放
 
 

つ
衰
弱
し
た
彼
の
肉
体
は
「
墓
、
醜
い
グ
ロ
テ
ス
ク
な
墓
」
 
で
あ
っ
た
。
 
＼
 
 

ブ
ル
ー
ノ
は
心
に
次
の
よ
う
な
想
い
を
抱
く
。
 
 

ま
だ
白
髪
が
頭
に
生
え
て
い
た
三
年
前
と
今
と
で
は
死
は
な
ん
と
遣
 
 
 

っ
て
見
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
の
死
は
オ
ベ
リ
ス
ク
や
天
使
と
は
 
 

〉
 

何
の
関
係
も
な
い
。
皆
が
目
を
そ
む
け
る
の
も
不
思
議
は
鮎
。
 
 

こ
こ
で
は
専
ら
老
い
は
異
様
で
気
味
の
悪
い
も
の
と
し
て
眺
め
ら
れ
 
 

て
い
る
。
 
 

一
方
、
日
本
の
有
吉
佐
和
子
の
 
『
恍
惚
の
人
』
は
、
老
い
、
こ
と
に
 
 

老
人
性
痴
呆
症
の
問
題
を
真
正
面
か
ら
取
り
あ
げ
て
い
る
に
も
か
か
わ
 
 

ら
ず
、
不
思
議
と
印
象
が
明
る
い
。
こ
の
作
品
に
出
て
く
る
茂
造
老
人
 
 

は
自
分
の
息
子
や
娘
の
顔
も
忘
れ
、
突
然
家
を
出
て
排
御
し
た
り
、
む
 
 

や
み
と
沢
山
食
べ
た
り
と
い
う
ふ
う
に
呆
け
て
し
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
 
 

う
ち
に
は
失
禁
も
始
ま
り
、
し
ま
い
に
は
排
泄
物
を
畳
の
上
に
な
す
り
 
 

つ
け
る
と
い
う
老
篭
の
極
に
至
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
深
刻
な
事
態
で
あ
る
 
 

の
に
、
「
少
し
の
陰
惨
さ
も
感
じ
さ
せ
」
ず
、
茂
造
老
人
は
「
ま
こ
と
 
 
 



（
謂
）
 
 

に
愛
す
べ
き
老
人
に
画
か
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
息
子
の
 
 

信
利
が
竃
磋
し
た
父
親
の
中
に
自
分
の
未
来
の
姿
を
見
て
暗
澹
と
し
、
 
 

「
老
い
る
と
い
う
こ
と
の
究
極
」
は
、
「
死
よ
り
も
昏
く
、
深
い
絶
望
 
 

（
2
9
）
 
 

に
似
て
い
る
」
と
思
い
、
嫁
の
昭
子
も
「
人
生
の
行
く
て
に
は
、
こ
う
 
 

い
う
絶
望
が
待
ち
か
ま
え
て
い
る
の
か
」
と
「
茫
然
と
し
な
が
ら
薄
気
 
 

（
3
0
）
 
 

味
の
悪
い
思
い
で
」
舅
を
見
つ
め
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
暗
い
虚
無
 
 

感
、
絶
望
感
が
こ
の
作
品
を
支
配
し
て
い
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
茂
 
 

造
が
老
化
 （

 

可
愛
い
笑
顔
」
を
し
ば
し
ば
見
せ
る
よ
う
に
な
る
と
、
昭
子
は
自
分
の
 
 

息
子
が
生
れ
た
ば
か
り
の
頃
に
よ
く
見
せ
た
「
無
心
の
笑
顔
」
を
思
い
 
 

出
し
、
夫
や
息
子
に
こ
う
言
う
。
 
 

子
供
っ
て
天
使
だ
と
思
っ
た
も
の
よ
。
お
爺
ち
ゃ
ん
が
そ
れ
ね
。
生
 
 

（
3
2
）
 
 
 

き
な
が
ら
神
に
な
る
っ
て
こ
れ
か
し
ら
。
 
 

茂
造
が
畳
に
排
泄
物
を
な
す
り
つ
け
た
こ
と
で
昭
子
が
怒
り
を
茂
造
に
 
 

（
3
3
）
 
 

ぶ
つ
け
て
も
、
「
そ
の
無
邪
気
で
神
々
し
い
笑
顔
」
 
の
前
で
は
昭
子
の
 
 

怒
り
も
と
け
て
い
っ
て
し
ま
う
。
 
 
 

茂
造
の
よ
う
に
老
い
ぼ
れ
果
て
た
状
態
を
古
来
「
老
い
て
ふ
た
た
び
 
 

子
ど
も
に
帰
る
」
と
言
い
、
英
語
で
も
s
e
c
O
n
d
c
訂
d
h
0
0
d
（
第
二
の
 
 

子
供
時
代
）
と
い
う
表
現
を
使
う
が
、
英
語
の
場
合
、
茂
造
の
描
写
に
 
 

見
ら
れ
た
よ
う
に
子
ど
も
の
も
つ
無
心
さ
無
邪
気
さ
を
老
人
に
も
あ
て
 
 

歯
な
く
、
眼
な
く
、
味
覚
な
く
、
何
も
な
い
。
 
 

「
何
も
な
い
」
 
－
 
老
竃
の
窮
極
は
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
の
よ
う
に
深
 
 

い
虚
無
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
死
と
重
な
り
、
闇
に
閉
ざ
さ
 
 

れ
た
墓
の
中
と
同
様
で
あ
る
。
マ
ー
ド
ッ
ク
描
く
と
こ
ろ
の
ブ
ル
ー
ノ
 
 

老
人
に
つ
い
て
見
て
も
、
彼
は
死
が
天
使
や
オ
ベ
リ
ス
ク
と
は
何
の
関
 
 

係
も
な
い
と
い
う
暗
い
想
念
を
抱
い
て
お
り
、
彼
の
肉
体
は
「
墓
」
と
 
 

化
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
老
い
の
描
き
方
を
比
べ
て
み
る
と
彼
我
の
差
は
歴
然
と
 
 

し
て
い
て
、
三
一
口
で
言
え
ば
明
と
暗
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
 
 
 

は
め
よ
う
と
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
大
人
が
子
ど
も
に
な
る
と
い
 
 

う
の
は
、
人
間
と
し
て
肉
体
的
・
精
神
的
に
完
全
な
状
態
か
ら
の
堕
落
 
 

で
あ
り
、
愚
か
で
嘆
か
わ
し
い
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
「
第
二
 
 

の
子
供
時
代
」
と
い
う
こ
と
ば
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
『
お
気
に
召
す
 
 

（
3
4
）
 
 

琶
ま
』
の
中
で
用
い
た
の
が
最
初
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
ば
ほ
、
先
 
 

に
冒
頭
の
二
行
を
引
用
し
た
ジ
ュ
イ
ク
イ
ズ
の
セ
リ
フ
を
し
め
く
く
る
 
 

部
分
に
出
て
き
て
、
七
つ
の
幕
に
分
か
れ
る
人
生
の
最
後
の
幕
に
つ
い
 
 

て
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
 
 

最
後
の
一
幕
、
 
 
 

こ
の
奇
し
き
波
乱
の
一
代
記
を
し
め
く
く
る
は
、
 
 

第
二
の
子
供
時
代
、
全
く
の
忘
却
、
 
 

（
3
5
）
 
 

10  



一
体
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
 
 
 

こ
こ
で
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
画
 
 

家
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
の
 
「
老
婆
」
と
い
う
作
品
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。
 
 

ヴ
ェ
ネ
チ
ア
の
ア
カ
デ
ミ
ア
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
の
絵
は
、
 
 

見
る
者
を
ド
キ
リ
と
さ
せ
る
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
に
満
ち
て
い
る
。
暗
 
 

い
背
景
の
中
に
浮
か
び
あ
が
る
老
婆
の
顔
に
は
容
赦
な
く
老
い
の
衰
え
 
 

が
刻
ま
れ
て
い
て
、
口
を
半
ば
開
い
て
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
そ
の
日
 
 

は
無
表
情
な
だ
け
に
一
層
老
い
の
悲
惨
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
画
家
の
母
 
 

親
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
の
老
婆
ほ
胸
に
当
て
た
手
に
C
O
〓
e
m
p
O
（
時
 
 

と
と
も
に
）
 
と
書
か
れ
た
紙
片
を
挟
ん
で
い
る
。
昔
は
若
く
、
ま
た
お
 
 

そ
ら
く
美
し
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
時
と
と
も
に
衰
え
て
老
醜
 
 

の
虜
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
画
家
は
母
親
を
描
き
な
が
ら
時
 
 

が
破
壊
し
て
い
く
も
の
を
冷
静
に
見
す
え
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
老
婆
 
 

の
中
に
、
彼
女
が
生
き
て
き
た
時
間
1
生
ま
れ
成
長
し
妻
と
な
り
母
 
 

と
な
っ
て
生
き
て
き
た
人
生
 
－
 
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
老
婆
 
 

は
彼
女
個
人
の
歴
史
を
ひ
き
ず
っ
て
い
る
生
身
の
人
間
と
し
て
描
か
れ
 
 

て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

だ
が
、
時
の
重
み
を
背
負
う
老
い
た
る
人
間
の
現
実
の
あ
り
よ
う
を
 
 

こ
の
よ
う
に
冷
酷
な
ま
な
ざ
し
で
直
視
す
る
態
度
は
、
日
本
人
に
は
無
 
 

縁
の
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
日
本
人
に
と
っ
 
 

て
老
い
は
時
と
と
も
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
を
超
越
し
た
次
 
 

元
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

た
と
え
ば
、
森
鴎
外
の
 
『
ぢ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
』
を
見
る
と
、
歴
史
 
 

的
事
実
に
基
づ
い
て
善
か
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
 
 

鴎
外
描
く
と
こ
ろ
の
老
夫
婦
は
何
と
も
浮
世
離
れ
し
た
人
間
で
あ
る
と
 
 

の
感
が
拭
い
難
い
。
 
 
 

物
語
は
麻
布
竜
土
町
の
大
名
屋
敷
の
一
画
に
隠
居
所
が
建
て
ら
れ
見
 
 

知
ら
ぬ
爺
さ
ん
婆
さ
ん
が
相
次
い
で
引
越
し
て
く
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
 
 

る
。
爺
さ
ん
は
n
髪
だ
が
腰
な
ど
曲
っ
て
い
な
く
て
姿
も
立
派
で
あ
る
。
 
 

婆
さ
ん
も
白
髪
だ
が
爺
さ
ん
同
様
品
格
が
好
い
。
そ
の
よ
う
な
二
人
が
 
 

仲
む
つ
ま
じ
く
暮
ら
し
出
し
、
「
若
し
あ
れ
が
若
い
男
女
で
あ
つ
た
ら
、
 
 

（
3
6
）
 
 

ど
う
も
平
気
で
見
て
ゐ
る
こ
と
が
出
来
ま
い
」
と
近
所
の
人
が
言
う
ほ
 
 

ど
で
あ
る
。
 
 
 

二
人
の
正
体
は
や
が
て
明
ら
か
に
な
る
。
爺
さ
ん
は
美
濃
部
伊
織
と
 
 

い
う
武
士
で
、
婆
さ
ん
は
そ
の
妻
る
ん
と
言
う
。
二
人
は
四
年
一
緒
に
 
 

暮
ら
し
た
だ
け
で
、
伊
織
が
殺
傷
沙
汰
を
起
こ
し
た
た
め
に
三
十
七
年
 
 

間
会
う
こ
と
も
な
く
離
れ
離
れ
に
な
っ
て
い
た
が
、
伊
織
が
御
赦
免
と
 
 

な
り
内
び
一
緒
に
暮
ら
し
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

確
か
に
二
人
は
そ
う
し
た
過
去
を
も
っ
た
七
十
過
ぎ
の
老
夫
婦
で
は
 
 

あ
る
の
だ
が
、
作
品
の
中
に
描
か
れ
た
現
在
の
二
人
に
は
過
去
の
重
み
 
 

と
い
う
も
の
が
少
し
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
二
人
は
時
間
の
流
れ
か
ら
浮
 
 

き
あ
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
奇
妙
に
軽
い
の
で
あ
る
。
鴎
外
は
二
人
 
 

の
過
去
に
つ
い
て
事
実
を
客
観
的
に
述
べ
る
だ
け
で
、
そ
れ
を
現
在
の
 
 

二
人
に
投
影
し
て
は
い
な
い
。
過
去
と
現
在
と
は
つ
な
が
り
が
な
く
、
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で  

時
間
の
流
れ
が
言
わ
ば
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
 
 

二
人
が
生
活
を
共
に
し
て
い
る
か
い
な
い
か
の
相
違
と
い
う
こ
と
で
説
 
 

明
が
つ
く
こ
と
で
は
な
い
。
生
活
を
共
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
過
 
 

去
は
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
過
去
が
現
在
に
影
響
を
及
ば
さ
ぬ
は
ず
は
な
 
 

い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
鴎
外
は
「
二
人
は
隔
て
の
な
い
中
に
礼
儀
が
 
 

あ
つ
て
、
夫
婦
に
し
て
は
、
少
し
遠
慮
を
し
過
ぎ
て
ゐ
る
や
う
と
 
 

い
う
程
度
の
は
の
め
か
し
し
か
し
な
い
。
三
十
七
年
間
も
会
わ
ず
に
い
 
 

て
お
互
い
に
と
ま
ど
う
こ
と
が
多
い
は
ず
で
ほ
な
い
だ
ろ
う
か
。
三
十
 
 

七
年
前
に
は
若
か
っ
た
二
人
も
様
々
な
苦
労
を
経
て
今
は
七
十
を
越
す
 
 

老
翁
老
塩
で
あ
る
。
だ
が
、
二
人
は
ま
る
で
何
事
も
な
か
っ
た
か
の
よ
 
 

う
に
、
言
わ
ば
三
十
七
年
前
の
新
婚
時
代
に
戻
っ
た
か
の
よ
う
に
ふ
る
 
 

ま
っ
て
い
る
。
二
人
の
間
に
乱
轢
や
心
理
的
な
葛
藤
さ
え
見
ら
れ
な
い
 
 

の
も
夫
婦
の
あ
り
方
と
し
て
は
不
自
然
だ
が
、
二
人
が
ち
っ
と
も
年
を
 
 

取
っ
て
い
る
ふ
う
に
見
え
な
い
の
も
何
や
ら
胡
散
く
さ
い
。
白
髪
で
あ
 
 

る
と
い
う
こ
と
と
気
楽
な
隠
居
生
活
と
い
う
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
ら
壮
 
 

年
の
夫
婦
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
通
常
こ
の
作
品
 
 

は
ほ
ほ
え
ま
し
い
老
夫
婦
の
あ
り
よ
う
、
理
想
的
な
夫
婦
像
を
描
い
た
 
 

も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
あ
ま
り
に
も
幸
福
で
あ
ま
 
 

り
に
も
平
和
で
あ
り
す
ぎ
て
現
実
の
世
界
と
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
 
 

思
わ
れ
る
。
伊
織
と
る
ん
ほ
常
識
的
に
考
え
れ
ば
余
命
幾
ば
く
も
な
い
 
 

は
ず
で
あ
を
が
、
ま
る
で
不
老
不
死
の
仙
人
夫
婦
の
よ
う
に
、
永
遠
に
 
 

「
子
供
が
ま
ま
事
を
す
る
や
う
空
合
食
事
を
掃
え
た
り
楽
し
そ
 
 

う
に
話
を
し
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
さ
え
す
る
。
 
 
 

こ
の
奇
妙
な
永
遠
性
と
い
う
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
幸
福
な
老
年
と
 
 

い
う
の
は
、
実
は
鴎
外
一
人
の
創
意
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
伊
織
 
 

と
る
ん
の
物
語
に
「
ぢ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
」
と
い
う
、
ひ
ら
が
な
で
書
 
 

郁
れ
た
一
種
の
親
和
感
の
あ
る
題
名
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
 
 

わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
に
は
幸
福
な
じ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
が
当
た
り
前
 
 

の
こ
と
の
よ
う
に
遍
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
、
「
昔
々
 
 

あ
る
所
に
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
あ
り
ま
し
た
」
と
い
う
文
句
 
 

で
始
ま
る
昔
話
の
中
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
『
桃
太
郎
』
の
話
で
は
、
お
 
 

じ
い
さ
ん
は
山
へ
柴
刈
り
に
、
お
ば
あ
さ
ん
は
川
へ
洗
濯
に
行
く
と
い
 
 

う
毎
日
で
あ
っ
た
が
、
た
ま
た
ま
川
で
桃
を
拾
い
、
そ
の
桃
か
ら
生
ま
 
 

れ
た
桃
太
郎
が
鬼
ケ
島
征
伐
に
行
っ
て
財
宝
を
持
ち
帰
っ
て
き
て
く
れ
 
 

て
裕
福
に
暮
ら
す
。
花
咲
か
じ
い
さ
ん
に
し
て
も
竹
伐
の
じ
い
さ
ん
に
 
 

し
て
も
同
様
に
最
後
は
「
め
で
た
し
め
で
た
し
」
 
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
 

こ
の
昔
話
の
老
人
た
ち
は
単
に
 
「
じ
い
さ
ん
」
 
「
ば
あ
さ
ん
」
と
呼
ば
 
 

れ
て
い
る
だ
け
で
少
し
も
老
人
ら
し
く
な
い
。
彼
ら
は
何
の
か
げ
り
も
 
 

な
い
幸
福
に
包
ま
れ
て
永
遠
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
老
年
を
理
想
化
し
至
福
の
時
と
す
る
傾
向
は
日
本
ひ
い
 
 

て
は
朝
鮮
、
中
国
と
い
っ
た
東
ア
ジ
ア
全
体
に
共
通
す
る
支
配
的
な
傾
 
 

向
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
東
ア
ジ
ア
人
共
通
の
理
想
郷
で
あ
る
桃
源
 
 

郷
で
も
老
人
が
の
び
の
び
と
楽
し
く
暮
ら
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
 
 

（
3
9
）
 
 

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
芳
賀
徹
氏
の
指
摘
が
あ
り
、
「
桃
源
郷
で
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は
、
桃
の
花
が
一
面
に
咲
く
村
里
で
、
鶏
の
声
を
聞
き
、
犬
の
ほ
え
声
を
聞
 
 

き
な
が
ら
、
老
人
は
老
人
同
士
訪
ね
あ
っ
て
、
日
向
ぽ
こ
し
な
が
ら
一
 
 

，
、
、
，
 
 

（
4
0
）
 
 

日
を
歓
談
に
過
ご
す
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
日
向
ぼ
こ
す
 
 

る
老
人
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
 
 

鴎
外
の
『
ぢ
い
さ
ん
ば
あ
さ
ん
』
に
お
け
る
老
夫
婦
の
幸
福
を
小
堀
桂
 
 

，
，
，
，
（
4
1
）
 
 

一
郎
氏
が
「
晩
年
の
小
春
日
和
 
（
傍
点
引
用
者
）
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
 
 

と
も
合
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
い
ず
れ
の
場
合
も
冬
と
い
う
季
節
が
 
 

暗
黙
の
う
ち
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
老
年
を
四
季
に
た
と
え
る
 
 

な
ら
冬
が
最
も
似
つ
か
わ
し
く
、
こ
れ
は
洋
の
東
西
を
問
わ
な
い
。
し
 
 

か
し
、
冬
の
感
覚
、
冬
の
イ
メ
ー
ジ
は
果
し
て
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
冬
は
厳
し
く
長
い
。
そ
れ
は
雪
と
氷
に
閉
ざ
さ
れ
た
 
 

暗
い
季
節
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
が
い
か
に
春
や
夏
を
待
ち
望
 
 

ん
で
い
る
か
は
、
日
本
人
に
は
容
易
に
想
像
の
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
。
 
 

日
本
の
冬
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
は
な
く
、
「
小
春
日
和
」
と
い
う
こ
と
ば
 
 

に
う
か
が
え
る
よ
う
に
晴
れ
て
暖
か
い
日
も
あ
り
、
風
の
な
い
日
だ
ま
 
 

り
で
日
向
ぽ
こ
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
一
般
に
日
本
人
に
は
寒
さ
や
 
 

冷
た
さ
よ
り
も
「
冬
ぬ
く
し
」
と
い
う
感
覚
の
方
が
強
く
意
識
さ
れ
て
 
 

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 
 

と
も
あ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
酷
烈
な
冬
へ
の
嫌
悪
感
・
憎
悪
感
が
強
 
 

い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
老
人
は
冬
の
象
徴
で
も
つ
 
 

ね
に
若
さ
を
称
揚
し
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
次
の
よ
う
に
う
た
っ
た
。
 
 

C
r
a
b
b
e
d
a
g
e
a
コ
d
y
O
u
t
h
c
a
n
n
O
こ
i
諾
t
O
g
e
t
h
e
r
‥
 
 

Y
O
u
t
h
i
s
2
〓
○
【
p
－
e
a
s
a
n
c
e
｝
a
g
e
i
s
叫
u
u
O
”
c
a
r
e
い
 
 

Y
O
u
t
h
】
i
k
e
s
u
ヨ
ヨ
e
r
ヨ
O
r
n
〉
P
g
e
－
i
k
e
w
i
n
t
e
r
w
e
a
t
h
e
r
‥
 
 

Y
O
u
t
h
－
i
k
e
s
u
ヨ
m
e
r
b
r
a
完
一
a
g
e
l
蒜
C
W
i
コ
t
e
r
b
a
r
e
．
 
 

Y
O
u
t
h
i
s
f
u
〓
O
f
s
p
O
r
t
も
g
e
↓
s
b
r
e
a
t
h
i
s
s
h
〇
r
ご
 
 
 

Y
O
u
t
h
i
s
コ
i
ヨ
b
】
e
壱
g
e
i
s
－
a
ヨ
e
‥
 
 

Y
O
u
t
h
i
s
h
O
t
a
コ
d
b
〇
－
d
－
a
g
e
i
s
w
e
a
k
a
n
d
c
O
－
d
”
 
 
 

Y
O
u
t
h
i
s
w
i
－
d
〉
a
n
d
a
g
e
i
s
t
a
m
e
．
 
 

A
讐
二
d
O
a
b
h
O
ニ
h
e
e
‥
y
O
u
t
h
J
d
O
a
d
O
r
e
t
h
e
e
…
 
 
 

〇
一
m
y
－
○
諾
．
m
y
－
○
く
e
i
s
y
O
u
n
g
け
 
 

A
g
e
J
d
O
d
e
f
y
t
h
e
e
‥
○
㌫
W
e
e
t
S
h
e
p
h
e
r
d
ゝ
i
e
t
h
e
e
｝
 
 
 

F
O
r
m
e
t
h
i
n
k
s
t
h
O
u
S
t
a
y
ゴ
t
0
0
－
○
和
 
 

気
む
ず
か
し
い
老
年
と
青
春
は
一
緒
に
住
め
な
い
 
 

青
春
は
楽
し
み
多
く
、
老
年
は
苦
労
が
多
い
 
 

毛
日
春
は
夏
の
朝
の
よ
う
で
、
老
年
は
冬
の
天
気
の
よ
う
だ
 
 

青
春
は
夏
の
よ
う
に
美
し
く
、
老
年
は
冬
の
よ
う
に
枯
れ
る
。
 
 

青
春
は
戯
れ
多
く
、
老
年
は
す
ぐ
息
が
き
れ
る
 
 

青
春
は
足
が
早
く
、
老
年
は
ち
ん
ば
だ
 
 

青
春
は
血
気
に
た
け
、
老
年
は
弱
く
冷
た
い
 
 

青
春
は
野
性
で
、
老
年
は
人
馴
れ
て
い
る
 
 

老
年
よ
、
君
が
嫌
い
だ
、
青
春
よ
君
が
好
き
だ
 
 

お
お
愛
人
よ
、
愛
は
若
い
の
だ
！
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四
 
 

さ
て
、
老
い
の
問
題
は
以
上
の
よ
う
な
文
化
的
相
違
を
は
ら
み
な
が
 
 

ら
多
種
多
様
の
位
相
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
以
下
で
は
老
人
の
恋
、
 
 

い
わ
ゆ
る
「
老
い
ら
く
の
恋
」
な
る
も
の
の
系
譜
を
東
西
の
文
学
に
た
 
 

ど
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
 
 
 

と
こ
ろ
で
「
老
い
ら
く
の
恋
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
そ
の
背
後
に
一
つ
 
 

の
普
遍
的
な
真
実
を
潜
ま
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
年
齢
に
関
 
 

係
な
く
恋
を
す
る
と
い
う
真
実
で
あ
る
。
だ
が
、
人
間
社
会
で
は
一
般
 
 

に
恋
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
 
 

、
 

だ
か
ら
た
と
え
ば
「
若
者
の
恋
」
な
ど
と
は
言
わ
な
い
。
若
者
ほ
恋
 
 

を
す
る
の
が
当
り
前
で
最
も
似
つ
か
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
 
 

老
人
が
恋
を
す
る
と
「
み
っ
と
も
な
い
」
 
「
い
い
年
を
し
て
」
と
周
囲
 
 

老
年
よ
、
君
は
お
こ
と
わ
り
だ
。
美
し
い
牧
人
よ
急
い
で
行
け
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 

4
4
）
 
 
君
は
あ
ま
り
長
居
を
す
る
か
ら
だ
。
 
 

（
西
脇
順
三
郎
訳
）
 
 

こ
う
し
た
老
い
へ
の
嫌
悪
感
ほ
日
本
の
場
合
に
は
見
い
出
し
が
た
い
。
 
 

日
本
人
に
と
っ
て
の
老
い
は
、
晴
れ
た
冬
の
日
の
澄
み
き
っ
た
空
の
透
 
 

明
な
明
る
さ
と
、
冬
の
寒
さ
の
中
で
し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
る
日
だ
ま
 
 

り
の
曖
か
さ
と
に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な
幸
福
感
に
彩
ら
れ
て
い
る
の
 
 

で
あ
る
。
 
 

の
人
々
か
ら
な
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
真
実
と
社
会
 
 

的
通
念
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
「
老
い
ら
く
の
恋
」
と
い
う
こ
と
ば
を
生
み
、
 
 

古
来
人
々
の
間
で
老
人
の
恋
を
話
題
に
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
。
プ
ル
 
 

ク
ル
コ
ス
は
、
ソ
ロ
ン
伝
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
 
ヽ
 
 

（
ソ
ロ
ン
は
）
結
婚
が
利
益
を
生
む
も
の
や
取
引
に
な
る
こ
と
を
望
 
 
 

ま
ず
、
男
女
の
同
棲
は
子
供
を
つ
く
り
、
互
い
の
親
切
と
愛
情
を
目
 
 
 

的
と
す
る
も
の
と
し
た
か
っ
た
（
中
略
）
。
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
自
 
 
 

分
の
母
が
市
民
の
一
人
の
も
と
に
嫁
が
せ
て
も
ら
い
た
い
と
求
め
た
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

と
き
、
「
自
分
は
僧
主
と
し
て
市
の
法
律
は
犯
し
た
が
、
年
齢
に
背
 
 

ヽ
ヽ
 
 
 

い
た
結
婚
の
仲
介
を
し
て
自
然
の
掟
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
 
 
 

言
っ
た
。
国
家
生
活
に
お
い
て
か
よ
う
な
無
秩
序
は
許
さ
れ
な
い
し
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

時
は
ず
れ
で
不
体
裁
で
あ
り
、
結
婚
の
行
為
も
目
的
も
伴
わ
ぬ
結
合
 
 
 

が
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
若
い
女
を
要
る
老
人
に
対
し
て
は
心
 
 
 

あ
る
役
人
や
立
法
者
ほ
フ
ィ
ロ
ク
テ
テ
ス
に
対
し
て
言
わ
れ
た
「
ま
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

さ
に
結
婚
適
齢
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
お
生
憎
さ
ま
」
 
（
作
者
不
詳
の
 
 
 

悲
劇
『
フ
ィ
ロ
ク
テ
テ
ス
』
か
ら
の
引
用
）
 
の
文
句
を
浴
び
せ
る
が
 
 

よ
か
む
響
 
（
傍
点
引
用
者
）
 
 

プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
「
老
い
ら
く
の
恋
」
に
対
し
て
随
分
手
厳
し
い
が
、
 
 

大
筋
と
し
て
は
こ
れ
が
社
会
の
多
数
意
見
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
老
年
期
 
 

は
結
婚
や
恋
愛
の
「
適
齢
期
」
 
で
ほ
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
男
の
老
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人
が
若
い
女
と
結
婚
す
る
場
合
だ
け
は
し
ぶ
し
ぶ
な
が
ら
プ
ル
ク
ル
コ
 
 

ス
も
認
め
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
際
そ
う
い
う
ケ
ー
ス
が
「
老
い
ら
く
 
 

の
恋
」
 
の
形
態
と
し
て
多
く
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
に
し
ろ
悲
劇
 
 

作
品
の
中
に
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
「
老
い
ら
く
の
恋
」
は
専
ら
男
の
 
 

老
人
と
若
い
娘
の
カ
ッ
プ
ル
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
見
て
い
き
た
い
と
 
 

思
う
。
 
 

（
以
下
次
号
）
 
 
 

註
 
 

（
1
）
 
大
正
大
蔵
経
第
三
巻
、
七
二
〇
頁
上
－
中
。
 
 

（
2
）
 
第
三
－
五
節
。
こ
の
引
用
の
み
日
本
聖
書
協
会
訳
に
よ
ら
ず
、
中
沢
拾
 
 
 

樹
訳
（
『
聖
書
』
、
『
世
界
の
名
著
』
第
十
二
巻
、
中
央
公
論
社
、
昭
和
四
十
 
 
 

三
年
、
二
九
三
－
二
九
四
頁
）
 
に
よ
っ
た
。
ま
た
、
同
書
の
脚
註
を
本
文
中
 
 
 

に
括
弧
を
つ
け
て
挿
入
し
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
章
句
に
は
他
に
も
様
々
な
 
 
 

解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
し
く
は
 
ゴ
紆
⊥
已
璧
ゴ
已
許
さ
已
C
r
訂
訂
已
 
 
 

C
O
ヨ
ヨ
3
訂
「
セ
（
つ
訂
ね
0
0
打
電
向
c
c
訂
∽
N
巳
訂
∽
e
d
i
t
e
d
b
y
 
G
．
A
一
 
 
 

B
a
r
t
O
n
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
 
 

（
3
）
 
『
万
葉
集
』
二
、
日
本
古
典
文
学
大
系
五
、
岩
波
書
店
、
昭
和
三
十
四
 
 
 

年
、
六
三
、
六
五
頁
。
 
 

（
4
）
 
S
i
m
O
n
e
d
e
∞
e
a
u
く
O
i
r
〉
ト
P
 
S
屯
S
謡
∽
q
こ
」
i
〉
 
G
a
－
－
i
m
a
r
d
“
 
 
 

C
O
〓
e
c
t
i
O
n
岩
計
s
こ
当
○
、
p
」
∽
－
．
 
 

（
5
）
 
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
山
本
光
雄
訳
『
弁
論
術
』
、
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
 
 
 

集
』
第
十
六
巻
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
三
年
、
一
四
七
頁
。
 
 

（
6
）
 
エ
ウ
リ
ビ
デ
ス
、
川
島
重
成
・
金
井
毅
訳
『
ヘ
ラ
ク
レ
ス
』
、
世
界
古
典
 
 
 

文
学
全
集
第
九
巻
『
エ
ウ
リ
ビ
デ
ス
』
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
年
、
二
〇
二
 
 
 

頁
上
。
 
 

（
7
）
 
『
古
今
和
歌
集
』
、
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
三
年
、
三
〇
 
 
 

五
頁
。
 
 

（
8
）
 
同
、
三
〇
四
頁
。
 
 

（
9
）
 
S
i
m
O
n
e
d
e
∝
e
a
u
岩
－
コ
ト
P
 
S
乳
～
訂
訟
♪
t
」
〉
p
J
A
．
 
 

（
1
0
）
 
恕
註
．
 
 

（
‖
）
 
『
過
去
現
在
因
果
経
』
、
大
正
大
蔵
経
第
三
巻
、
六
二
九
頁
下
。
 
 

（
1
2
）
 
C
i
t
仇
p
a
r
S
i
m
O
n
e
d
e
君
a
u
＜
O
i
r
〉
卜
P
 
S
乳
～
訂
s
驚
こ
」
l
も
」
∽
．
 
 

（
1
3
）
 
『
万
葉
集
』
二
、
日
本
古
典
文
学
大
系
五
、
三
八
五
、
三
八
七
頁
。
 
 

（
1
4
）
 
同
、
三
八
五
頁
。
 
 

（
1
5
）
 
内
藤
高
「
浦
島
子
説
話
の
感
覚
」
、
『
比
較
文
学
研
究
』
第
二
十
九
号
、
 
 
 

昭
和
五
十
一
年
四
月
、
四
三
頁
。
 
 

（
1
6
）
 
S
－
m
O
n
e
d
e
哲
a
u
く
O
i
r
Ⅶ
ト
P
 
S
註
訂
設
や
t
」
も
．
－
㌢
 
 

（
1
7
）
 
M
a
－
c
O
－
ヨ
C
O
W
－
e
y
－
ヨ
訂
－
さ
岩
こ
ざ
呂
ヂ
空
P
e
n
g
u
i
n
B
0
0
k
s
－
 
 

－
諾
N
〉
P
．
㌢
な
お
、
マ
ル
カ
ム
・
カ
ウ
リ
一
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
彰
一
『
批
 
 
 

評
家
の
自
伝
』
 
（
研
究
社
出
版
、
昭
和
六
十
年
）
を
参
照
。
 
 

（
1
8
）
 
恕
町
㌣
｝
p
．
心
．
 
 

（
1
9
）
 
≧
”
札
こ
p
．
∽
．
 
 

（
2
0
）
 
S
i
m
O
n
e
d
e
B
e
a
u
＜
O
i
r
〉
ト
P
 
S
乳
h
訂
訟
m
こ
」
｝
p
．
N
の
．
 
 

（
2
1
）
 
A
n
d
r
か
G
i
d
e
－
㍉
O
g
ヽ
⊇
已
這
恕
・
送
金
∽
○
巨
3
キ
∽
．
G
a
≡
m
a
r
d
〉
 
 

－
諾
晶
↓
p
p
．
ご
・
記
．
 
 

（
2
2
）
 
引
用
は
Z
e
w
P
e
n
g
u
i
n
S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
に
よ
っ
た
。
 
 

（
2
3
）
 
S
i
m
O
n
e
d
e
B
e
a
u
＜
O
i
r
〉
ト
P
5
註
訂
訟
♪
t
」
こ
㍗
芦
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（
2
4
）
 
短
針
乱
．
 
 

（
2
5
）
－
r
i
s
M
u
r
d
O
C
h
L
晋
∈
岩
正
h
￥
芸
当
－
P
e
n
鴨
u
i
n
 
B
〇
〇
k
s
こ
3
0
－
 
 
 

p
．
べ
．
 
 

（
2
6
）
 
恕
＆
．
 
 

（
2
7
）
 
恕
叶
軋
こ
p
p
．
7
∞
．
 
 

（
2
8
）
 
森
幹
郎
、
有
吉
佐
和
子
『
恍
惚
の
人
』
 
（
新
潮
文
庫
、
昭
和
五
十
七
年
）
 
 
 

解
説
。
 
 

（
2
9
）
 
同
、
五
九
頁
。
 
 

（
3
0
）
 
同
、
二
五
六
頁
。
 
 

（
3
1
）
 
同
、
三
〇
二
頁
。
 
 

（
3
2
）
 
同
、
三
〇
三
頁
。
 
 

（
3
3
）
 
同
、
三
三
四
頁
。
 
 

（
3
4
）
 
O
E
D
の
C
h
i
岩
h
0
0
d
及
び
C
h
i
－
d
i
s
h
n
e
s
s
の
項
を
参
殿
。
シ
ェ
イ
 
 
 

ク
ス
ピ
ア
は
s
e
c
O
n
d
c
h
i
】
d
i
s
h
n
e
s
s
を
用
い
て
い
る
が
、
意
味
は
s
e
c
O
n
d
 
 
 

c
h
i
－
d
h
0
0
d
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。
 
 

（
3
5
）
 
注
（
2
2
）
を
参
照
。
 
 

（
3
6
）
 
『
鴎
外
選
集
』
葦
五
巻
、
山
石
改
善
店
、
昭
和
五
十
四
年
、
一
四
四
－
一
 
 
 

四
五
頁
。
 
 

（
3
7
）
 
同
、
一
四
五
頁
。
 
 

（
3
8
）
 
同
、
一
四
四
頁
。
 
 

（
3
9
）
 
「
桃
源
郷
の
詩
的
空
間
（
一
）
」
（
『
比
較
文
学
研
究
』
第
三
十
二
号
、
昭
 
 
 

和
五
十
二
年
十
一
月
）
、
「
文
学
に
お
け
る
老
年
」
（
『
東
京
大
学
公
開
講
座
二
 
 
 

十
九
 
高
齢
化
社
会
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
四
年
）
な
ど
を
参
照
っ
 
 

（
4
0
）
 
同
右
「
文
学
に
お
け
る
老
年
」
、
二
五
二
頁
。
 
 

（
4
1
）
 
『
鴎
外
選
集
』
第
五
巻
、
解
説
。
 
 

（
4
2
）
 
植
田
重
雄
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
歳
時
記
』
、
岩
波
新
書
、
昭
和
五
十
八
年
、
 
 

一
〇
〇
－
一
〇
一
頁
を
参
照
。
 
 

（
4
3
）
 
ゴ
好
こ
㌔
串
㌢
ミ
岩
窟
こ
J
貯
ま
す
－
ゴ
紆
∴
プ
岩
ヨ
少
 
T
h
e
 
A
r
d
e
n
 
 
 

S
h
a
k
e
s
p
e
a
r
e
一
M
e
t
h
u
e
n
こ
講
○
－
p
」
の
∽
．
 
 

（
4
4
）
 
『
悲
し
む
巡
礼
者
』
、
『
詩
』
、
世
界
古
典
文
学
全
集
第
四
十
五
巻
『
シ
ェ
 
 
 

イ
ク
ス
ピ
ア
Ⅴ
』
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
一
年
、
三
七
七
頁
上
－
下
。
た
だ
 
 
 

し
底
本
が
異
な
る
た
め
、
引
用
の
詩
篇
ほ
第
五
番
と
な
っ
て
い
る
が
、
T
h
e
 
 
 

A
r
d
e
n
S
訂
k
e
s
p
e
a
r
e
で
は
十
二
番
と
な
っ
て
い
る
。
 
 

（
4
5
）
 
プ
ル
ク
ル
コ
ス
、
村
川
堅
太
郎
訳
「
ソ
ロ
ン
」
、
世
界
古
典
文
学
全
集
 
 
 

第
二
十
三
巻
『
プ
ル
ク
ル
コ
ス
』
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
一
年
、
五
五
頁
上
 
 
 

－
下
。
な
お
本
文
中
の
最
後
の
括
弧
は
、
同
書
の
脚
註
を
挿
入
し
た
も
の
で
 
 
 

あ
る
。
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