
は
じ
め
に ー

内
田
百
間

崩
壊
す
る

「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」

内
田
百
間
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
(
-
九
四
八
・
―
一
、
「
新

潮
」
）
に
お
け
る
「
私
」
は
、
な
ぜ
過
剰
と
言
え
る
ほ
ど
外
部

か
ら
の
刺
激
に
反
応
し
続
け
る
の
か
。

「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
は
全
―
一
節
か
ら
成
る
。
語
り
手

「
私
」
は
、
亡
き
夫
中
砂
に
先
立
た
れ
て
未
亡
人
と
な
っ
た

後
妻
お
ふ
さ
の
来
訪
、
中
砂
と
お
ふ
さ
の
「
不
思
議
な
因
縁
」

を
巡
る
過
去
に
つ
い
て
、
神
経
症
的
な
感
覚
表
現
を
多
用
し

つ
つ
物
語
る
。
テ
ク
ス
ト
冒
頭
部
の
一
節
は
、
こ
う
し
た
「
私
」

の
感
受
の
あ
り
よ
う
を
見
る
う
え
で
、
き
わ
め
て
象
徴
的
だ
。

宵
の
口
は
閉
め
切
っ
た
雨
戸
を
外
か
ら
叩
く
よ
う
に
が

た
が
た
云
わ
し
て
い
た
風
が
い
つ
の
間
に
か
止
ん
で
、
気

て
い
ら
れ
な
い
か
ら
起
っ
て
茶
の
間
へ
行
こ
う
と
し
た
。

物
音
を
聞
い
て
向
う
か
ら
襖
を
開
け
た
家
内
が
、
あ
っ
と

云
っ
た
。
「
ま
っ
さ
お
な
顔
を
し
て
、
ど
う
し
た
の
で
す
」

(
1
)
 

「
私
」
は
何
を
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
目
蓋

も
重
た
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
気
持
ち
が
澄
ん
で
来

る
」
の
で
あ
り
、
屋
外
で
吹
く
風
や
屋
根
の
上
を
転
が
る
小

石
の
様
子
を
聴
覚
に
よ
っ
て
事
細
か
に
捉
え
よ
う
と
す
る
。

特
に
小
石
に
関
し
て
は
「
こ
ろ
こ
ろ
と
云
う
音
が
次
第
に
速

く
な
っ
て
廂
に
近
づ
い
た
瞬
間
」
や
、
「
廂
を
江
っ
て
庭
の
土

に
落
ち
た
」
と
い
う
記
述
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
行
方
が

緻
密
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
「
私
」
は
外
部
世
界
に
「
気
」
を

巡
ら
せ
、
特
に
「
音
」
に
関
す
る
情
報
を
漏
ら
す
こ
と
な
く

描
写
し
尽
く
そ
う
と
す
る
の
だ
。

こ
の
場
面
に
つ
い
て
は
山
田
桃
子
も
「
こ
こ
で
描
か
れ
る

の
は
、
も
た
ら
さ
れ
た
刺
激
に
不
可
逆
的
に
反
応
し
、
自
制

の
き
か
な
い
異
様
な
注
意
を
と
ぎ
す
ま
せ
て
い
く
主
体
で
あ

る
」
と
指
摘
す
る

(
2
)
。
こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
部
は
「
私
」

の
過
剰
な
注
意
を
向
け
て
外
部
世
界
を
認
識
し
よ
う
と
す
る

テ
ク
ス
ト
全
体
の
指
向
性
を
提
示
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
私
」
の
こ
う
し
た
情
態
に
つ
い
て
は
、
主
に

テ
ク
ス
ト
が
発
表
さ
れ
た
戦
争
直
後
と
い
う
時
代
状
況
に
着

「私」

の
世
界

が
つ
い
て
見
る
と
家
の
ま
わ
り
に
何
の
物
音
も
し
な
い
。

し
ん
し
ん
と
静
ま
り
返
っ
た
儘
、
も
っ
と
静
か
な
所
へ
次

第
に
沈
み
込
ん
で
行
く
様
な
気
配
で
あ
る
。
机
に
肱
を
突

い
て
何
を
考
え
て
い
る
と
云
う
事
も
な
い
。
纏
ま
り
の
な

い
事
に
頭
の
中
が
段
段
鋭
く
な
っ
て
気
持
ち
が
澄
ん
で
来

る
様
で
、
し
か
し
目
蓋
は
重
た
い
。
坐
っ
て
い
る
頭
の
上
の

屋
根
の
棟
の
天
辺
で
小
さ
な
固
い
音
が
し
た
。
瓦
の
上
を

小
石
が
転
が
っ
て
い
る
と
思
っ
た
。
こ
ろ
こ
ろ
と
云
う
音

が
次
第
に
速
く
な
っ
て
廂
に
近
づ
い
た
瞬
間
、
は
っ
と
し

て
身
ぶ
る
い
が
し
た
。
廂
を
辻
っ
て
庭
の
土
に
落
ち
た
と

思
っ
た
ら
、
落
ち
た
音
を
聞
く
か
聞
か
な
い
か
に
総
身
の

毛
が
一
本
立
ち
に
な
る
様
な
気
が
し
た
。
気
を
落
ち
つ
け

て
い
た
が
、
座
の
ま
わ
り
が
引
き
締
ま
る
様
で
じ
っ
と
し

目
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た

(
3
)
。

例
え
ば
、
吉
川
望
は
「
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
と
い
う
創
作

世
界
は
、
い
わ
ば
緊
張
と
不
如
意
の
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
る

こ
と
と
引
き
換
え
に
、
再
び
自
身
の
不
確
か
さ
を
抑
え
が
た

く
感
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
百
間
に
よ
り
、
そ
の
不
確
か
な
自

己
と
い
う
も
の
を
凝
視
し
て
い
く
視
点
を
卒
み
つ
つ
執
筆
さ

れ
た
」
と
言
う

(
4
)
。
作
者
百
間
が
戦
中
日
記
の
書
き
直
し

作
業
を
通
じ
て
、
自
己
へ
と
意
識
を
向
け
て
い
く
こ
と
で
、

こ
の
作
品
は
初
め
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
る
指
摘
で
あ
る
。

ま
た
山
田
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
最
盛
期
に
百
間
が
書
い
た
、
不

安
定
な
身
体
や
意
識
そ
れ
自
体
を
描
い
た
実
験
的
な
作
品
の

延
長
上
に
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
を
位
置
づ
け
、
そ
の
上
で

「
知
覚

II
身
体
に
加
え
ら
れ
る
破
壊
と
改
変
が
モ
ダ
ニ
テ
ィ

の
一
局
面
な
ら
ば
、
絶
え
間
な
い
刺
激
に
さ
ら
さ
れ
、
異
様

な
緊
張
の
持
続
を
強
い
ら
れ
た
戦
時
下
の
経
験
は
、
そ
の
最

た
る
も
の
で
あ
る
」
と
、
外
部
か
ら
の
刺
激
に
対
し
て
過
剰

に
反
応
す
る
主
体
と
し
て
の
「
私
」
の
姿
に
百
間
の
戦
時
下

の
経
験
の
反
映
を
読
み
取
っ
て
い
る

(
5
)
。

確
か
に
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
に
は
、
百
間
の
戦
時
下
の

経
験
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
私
」
の
情
態

は
、
戦
後
と
い
う
枠
組
み
で
は
回
収
し
き
れ
な
い
物
語
を
内

包
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
の
枠
組
み
を
提
供
し
て
い
る
の
が
、

に
お
け
る
感
覚
表
現
I

坂
口
周

大

鋸

洋

樹

-19- -18-



「
私
」
が
描
写
す
る
世
界
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
主
に

「
私
」
の
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
サ
ラ
サ
ー
テ

の
盤
」
に
描
出
さ
れ
る
「
私
」
の
視
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

た
情
報
は
、
基
本
的
に
安
定
し
て
お
り
、
変
化
が
生
じ
る
こ

と
は
殆
ど
な
い
。
お
ふ
さ
や
酒
と
い
っ
た
人
や
物
な
ど
は
常

に
「
私
」
の
視
覚
で
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
風
や
に
お
い
と
い

っ
た
無
形
の
存
在
は
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
「
私
」
の
視
覚
に

よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

-

|

―

視

覚

と

聴

覚

で
あ
る
。
坂
口
は
「
妻
を
再
現
し
た
創
作
物
」
と
し
て
の
お

ふ
さ
や
「
家
か
ら
家
へ
（
も
し
く
は
此
岸
か
ら
彼
岸
へ
）
受

け
渡
さ
れ
る
べ
き
贈
答
物
」
と
し
て
の
き
み
子
、
「
す
で
に
所

有

さ

れ

た

も

の

と

し

て

自

身

を

抹

消

し

な

が

ら

所

有

者

（
「
私
」
）
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
形
成
し
て
い
る
」
「
私
」

の
妻
と
の
か
か
わ
り
に
よ
っ
て
、
「
私
」
の
主
体
性
が
規
定
さ

れ
て
い
る
と
言
う

(
6
)
。
つ
ま
り
、
登
場
人
物
こ
そ
が
「
私
」

の
情
態
を
定
め
る
と
す
る
視
点
で
あ
る
。

た
だ
し
厳
密
に
い
え
ば
、
坂
口
が
明
ら
か
に
し
た
の
は
「
私
」

の
感
受
の
あ
り
よ
う
の
不
安
定
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」

の
感
受
す
る
刺
激
に
関
す
る
情
報
の
不
確
か
さ
は
、
テ
ク
ス

ト
に
登
場
す
る
「
女
」
の
持
つ
機
能
が
不
全
に
陥
っ
た
時
に

露
呈
す
る
と
い
う
指
摘
に
と
ど
ま
り
、
「
私
」
の
感
受
の
あ
り

よ
う
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

テ
ク
ス
ト
全
体
を
貰
く
「
私
」
の
感
受
の
姿
勢
を
「
自
制

の
き
か
な
い
異
様
な
注
意
を
と
ぎ
す
ま
せ
て
い
く
主
体
」
た

ら
し
め
て
い
る
の
は
、
テ
ク
ス
ト
細
部
に
ま
で
散
り
ば
め
ら

れ
た
「
私
」
の
感
覚
描
写
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
テ
ク

ス
ト
に
は
「
私
」
の
五
感
全
て
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。

「
私
」
の
感
覚
描
写
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
既
に

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
吉
川
の
言
う
「
〈
声
〉
に
死
者

の
存
在
感
を
察
知
せ
ん
と
す
る
」
語
り
手
の
感
受
性
は
、
聴

覚
を
焦
点
化
す
る
。
ま
た
、
山
田
は
不
可
逆
的
に
刺
激
に
反

い
る
よ
う
に
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
「
も
た
ら
さ
れ
た
刺

激
に
不
可
逆
的
に
反
応
し
、
自
制
の
き
か
な
い
異
様
な
注
意

を
と
ぎ
す
ま
せ
て
い
く
」

(
7
)

こ
と
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
私
」
の
「
異
様
な
注
意
」
と
は
、
五
感
を
駆
使

し
て
外
界
か
ら
の
刺
激
を
感
受
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
研
究

で
は
、
「
私
」
の
感
覚
に
つ
い
て
、
視
覚
と
聴
覚
の
描
写
が
特

権
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
テ
ク
ス
ト
内
に
散
り

ば
め
ら
れ
た
他
の
感
覚
描
写
の
分
析
に
つ
い
て
は
十
分
と
は

言
え
な
い
。
よ
っ
て
本
節
で
は
、
「
私
」
が
世
界
を
認
識
す
る

際
に
用
い
る
五
感
の
描
写
の
特
徴
を
、
一
っ
ず
つ
検
討
す
る

こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

応
す
る
主
体
（
山
田
は
〈
注
意
す
る
主
体
〉
も
し
く
は
〈
注
意

さ
せ
ら
れ
る
主
体
〉
と
呼
ん
で
い
る
）
と
し
て
の
「
私
」
の
情

態
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
眩
景
や
眩
惑
と

い
っ
た
視
覚
情
報
や
、
レ
コ
ー
ド
の
音
と
い
う
聴
覚
情
報
を

挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
私
」
の
感
受
の
あ
り
よ
う
に

着
目
し
た
先
行
研
究
で
は
、
主
に
「
私
」
の
視
覚
と
聴
覚
に

関
す
る
描
写
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

視
覚
と
聴
覚
の
特
権
化
は
、
「
私
」
の
感
受
の
姿
勢
に
関
す
る

読
み
を
狭
め
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
か
っ
た
か
。

本
稿
で
は
、
戦
時
下
と
い
う
枠
組
み
で
は
回
収
し
き
れ
な

い
「
私
」
の
感
受
の
あ
り
よ
う
に
関
す
る
読
み
の
新
た
な
局

面
を
探
る
べ
く
、
テ
ク
ス
ト
内
で
描
写
さ
れ
る
「
私
」
の
五

感
に
関
す
る
描
写
の
全
て
を
対
象
と
し
て
分
析
を
行
う
。
具

体
的
に
は
、
「
私
」
が
五
感
を
駆
使
す
る
こ
と
で
認
識
し
て
い

る
テ
ク
ス
ト
内
の
世
界
の
内
実
を
整
理
す
る
。
そ
こ
か
ら
、

「
私
」
の
世
界
に
影
響
を
与
え
る
人
物
、
さ
ら
に
は
、
「
私
」

の
情
態
を
定
位
し
て
い
る
存
在
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と

を
通
じ
て
、
「
私
」
の
感
受
の
あ
り
よ
う
を
巡
る
物
語
の
内
実

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

五
感
が
示
す
世
界
の
変
容

テ
ク
ス
ト
内
に
は
唯
一
、
過
去
の
回
想
で
は
見
え
て
い
た
は

ず
だ
っ
た
が
、
物
語
内
現
在
で
は
「
私
」
の
視
覚
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
な
く
な
る
人
物
が
存
在
す
る
。
そ
れ
が
中
砂
と
彼

の
前
妻
と
の
子
、
き
み
子
で
あ
る
。
き
み
子
は
中
砂
の
死
後
、

彼
の
後
妻
の
お
ふ
さ
に
育
て
ら
れ
て
い
る
。

き
み
子
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
で
議
論
の
中
心
と
な
っ
て

い
た
の
は
、
き
み
子
の
「
生
死
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
坂

口
周
は
「
構
造
的
に
特
異
な
位
置
」
で
あ
る
九
節
に
の
み
、

き
み
子
が
生
身
の
体
を
現
わ
さ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
上
で

「
ど
う
や
ら
、
き
み
子
は
す
で
に
彼
ら
の
現
実
に
は
生
き
て

い
な
い
ら
し
い
」
と
指
摘
す
る

(
8
)
。
確
か
に
、
九
節
は
物

語
の
構
造
上
特
異
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
過
去
の
回
想
と
は

中
砂
の
死
後
と
い
う
決
定
的
な
断
裂
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
お
ふ
さ
が
郊
外
へ
転
居
し
た
直
後
と
い
う
情
報
に
よ
っ

て
、
物
語
内
現
在
と
の
時
間
の
ズ
レ
が
生
じ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
坂
口
が
言
う
よ
う
に
、
九
節
は
「
物
語
の
過
去
と

現
在
の
時
間
的
な
結
節
点
、
そ
れ
と
同
時
に
中
砂
の
家
と
、

引
っ
越
し
を
し
た
お
ふ
さ
の
新
居
と
、
そ
し
て
「
私
」
の
家

を
空
間
的
に
取
り
つ
な
ぐ
結
節
点
」
に
位
置
す
る
と
言
え
よ

>つ
し
か
し
、
き
み
子
は
「
私
」
の
現
実
の
中
で
は
生
き
て
い

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
回
想
で
は
、
き
み
子
は
「
赤
ん
坊
」
と
し

て
描
写
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
私
」
が
中
砂
の
家
に
訪
れ
た
際
、

テ
ク
ス
ト
に
描
写
さ
れ
る
世
界
は
、

山
田
桃
子
が
述
べ
て
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「
私
」
は
お
ふ
さ
の
様
子
に
つ
い
て
「
用
が
な
け
れ
ば
赤
ん

坊
を
抱
い
て
茶
の
間
に
引
っ
込
ん
だ
儘
、
い
つ
迄
た
っ
て
も

こ
そ
り
と
も
云
わ
な
か
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

「
私
」
は
こ
の
時
赤
ん
坊
を
視
覚
で
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
物
語
の
結
節
点
で
あ
る
九
節
に
お
い
て
「
私
」
は
、

き
み
子
に
つ
い
て
「
私
と
そ
の
間
に
い
た
き
み
子
は
、
く
る

り
と
擦
り
抜
け
て
お
ふ
さ
の
反
対
の
側
に
寄
り
添
っ
て
歩
い

た
」
と
描
写
す
る
。
こ
の
時
、
「
私
」
は
き
み
子
の
姿
を
視
覚

情
報
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、
回
想
前
後
の
物
語
内

現
在
で
は
「
そ
の
外
の
暗
闇
に
女
の
子
が
起
っ
て
い
る
ら
し

い
」
や
、
「
子
供
は
中
に
入
り
た
が
ら
な
い
ら
し
い
」
と
推
測

と
し
て
語
ら
れ
る
。
物
語
内
現
在
に
お
い
て
、
「
私
」
は
き
み

子
の
存
在
を
視
覚
情
報
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な

、。し赤
ん
坊
が
過
去
の
回
想
で
生
身
の
体
を
現
し
、
そ
の
呼
称

が
き
み
子
に
変
わ
っ
た
九
節
で
も
「
私
」
の
視
覚
で
捉
え
ら

れ
る
以
上
、
「
私
」
の
現
実
で
き
み
子
が
生
き
て
い
な
い
と
は

言
え
な
い
可
能
性
が
高
い
。
む
し
ろ
、
「
私
」
に
と
っ
て
見
え

る
存
在
で
あ
っ
た
き
み
子
が
、
見
え
な
い
存
在
に
変
容
し
た

の
だ
。で

は
、
き
み
子
は
ど
こ
で
変
容
し
た
の
か
。
そ
の
契
機
は
、

過
去
と
現
在
の
結
節
点
で
あ
る
九
節
、
そ
の
中
で
も
特
に
「
私
」

に
向
け
て
鉤
括
弧
付
き
で
語
ら
れ
る
、
お
ふ
さ
の
中
砂
に
関

示
唆
す
る
。
そ
の
上
で
、
十

l

節
で
は
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
の

声
が
「
い
つ
も
の
調
子
よ
り
強
く
」
聴
こ
え
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
私
」
の
聴
覚
が
十
一
節
と
そ
れ
以
前
で
変
容
し

た
こ
と
が
、
こ
こ
で
は
描
写
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

も
う
―
つ
は
、
「
私
」
と
お
ふ
さ
と
の
ず
れ
で
あ
る
。
同
じ

音
を
聴
い
て
い
る
は
ず
の
「
私
」
と
お
ふ
さ
が
、
異
な
る
反

応
を
示
す
。
「
私
」
が
「
解
ら
な
い
言
葉
」
と
認
識
す
る
声
に

対
し
て
、
お
ふ
さ
は
「
拒
む
様
な
風
に
中
腰
」
に
な
り
、
「
目

の
色
を
散
ら
」
す
。
こ
の
反
応
の
違
い
に
よ
っ
て
、
「
私
」
の

聴
覚
が
他
者
の
聴
覚
と
ず
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
か
つ
て
の
自
身
と
の
ず
れ
、
他
者
と
の
ず
れ
と

い
う
二
つ
の
聴
覚
の
ず
れ
は
、
お
ふ
さ
と
共
に
「
チ
ゴ
イ
ネ

ル
ワ
イ
ゼ
ン
」
を
聴
い
て
い
る
場
面
で
、
初
め
て
発
覚
す
る

の
だ
。以

上
、
「
私
」
の
視
覚
と
聴
覚
に
関
す
る
記
述
を
中
心
に
整

理
し
て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
は
、
中
砂
に
関
す
る
お
ふ

さ
の
告
白
の
場
面
と
、
お
ふ
さ
と
共
に
レ
コ
ー
ド
の
声
を
聴

い
た
場
面
に
お
い
て
、
以
前
と
は
異
な
る
刺
激
の
感
受
と
し

て
描
写
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
も
お
ふ
さ
と
の
関
わ
り
が
契
機
と

な
っ
て
、
「
私
」
の
感
覚
は
部
分
的
に
変
化
し
て
い
た
の
で
あ

る。

味
覚
や
触
覚
、
嗅
覚
の
描
写
は
、
視
覚
や
聴
覚
と
比
べ
る

と
そ
の
頻
度
は
低
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
も
ま
た
、
「
私
」
の

感
受
の
あ
り
よ
う
を
示
す
重
要
な
指
標
と
な
っ
て
い
る
。

味
覚
に
関
す
る
描
写
は
、
二
節
の
「
明
る
い
電
気
の
お
膳

に
帰
っ
て
坐
っ
た
け
れ
ど
、
飲
み
か
け
た
酒
の
後
味
が
咽
喉

の
奥
で
に
が
く
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
の
み
で
あ
る
。

「
私
」
は
、
毎
回
同
じ
時
刻
に
遺
品
を
回
収
し
に
や
っ
て
来

る
お
ふ
さ
に
つ
い
て
「
怪
誇
」
や
「
不
思
議
」
と
い
う
印
象
を

抱
い
て
お
り
、
お
ふ
さ
は
「
私
」
に
と
っ
て
理
解
の
範
疇
を

超
え
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
昔
の
学
生
と
賑
や
か
に
食

事
を
し
て
い
た
時
に
は
、
お
ふ
さ
の
来
訪
に
よ
っ
て
客
が
興

醒
め
て
し
ま
う
。
申
し
訳
な
さ
そ
う
に
す
る
客
に
「
い
い
ん

だ
よ
。
あ
あ
や
っ
て
時
時
来
る
ん
だ
」
と
「
私
」
が
述
べ
る
よ

う
に
、
食
事
の
雰
囲
気
を
悪
く
し
た
お
ふ
さ
の
来
訪
に
対
す

る
「
私
」
の
否
定
的
な
感
情
が
、
味
覚
の
部
分
的
変
化
に
表

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
私
」
の
味
覚
に
関
す
る
描

写
の
変
化
は
、
お
ふ
さ
の
来
訪
が
契
機
と
な
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
た
の
だ
と
言
え
る
。

次
に
触
覚
に
つ
い
て
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
内
に
「
私
」
が
何

か
に
触
れ
た
と
い
う
よ
う
な
描
写
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、

「
私
」
は
風
や
温
度
な
ど
を
鋭
く
感
受
し
て
い
る
。
触
覚
に

一
—

す
る
告
白
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
ふ
さ
の
告
白
は
、
「
私
」

の
視
覚
を
部
分
的
に
変
化
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
か
つ
て
「
私
」

に
は
見
え
て
い
た
き
み
子
は
物
語
内
現
在
に
お
い
て
、
「
私
」

の
視
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
存
在
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
「
私
」
の
聴
覚
に
関
し
て
考
察
す
る
。
「
サ
ラ
サ

ー
テ
の
盤
」
で
は
、
「
私
」
の
聴
覚
に
関
す
る
描
写
も
多
用
さ

れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
五
節
で
「
私
」
と
中
砂
が
宿
泊
し
た
宿

屋
の
座
敷
を
流
れ
る
川
、
八
節
で
描
か
れ
て
い
る
赤
ん
坊
の

様
子
は
、
主
に
「
私
」
の
聴
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
十
一
節
の
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
か
ら
流
れ
る
「
チ

ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
」
を
聴
い
た
場
面
か
ら
は
、
「
私
」
の
聴

覚
の
変
化
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
は
っ
と
し
た
気
配
で
、

サ
ラ
サ
ー
テ
の
声
が
い
つ
も
の
調
子
よ
り
強
く
、
小
さ
な
丸

い
物
を
続
け
様
に
潰
し
て
い
る
よ
う
に
何
か
云
い
出
し
た
」

と
「
私
」
は
思
う
も
の
の
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
理
解
で

き
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
音
を
聴
い
て
い
る
お
ふ
さ
は
「
拒

む
様
な
風
に
中
腰
」
に
な
り
、
最
終
的
に
は
泣
き
出
し
て
し

ま
う
。こ

の
場
面
で
は
、
「
私
」
の
聴
覚
を
巡
る
二
つ
の
ず
れ
が
描

写
さ
れ
る
。
―
つ
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
私
」
自
身
と
の
ず
れ
で

あ
る
。
「
私
」
は
三
節
で
「
吹
込
み
の
時
の
手
違
い
か
何
か
で

演
奏
の
中
途
に
話
し
声
が
這
入
っ
て
い
る
」
と
語
る
よ
う
に
、

す
で
に
「
チ
ゴ
イ
ネ
ル
ワ
イ
ゼ
ン
」
を
聴
い
て
い
た
こ
と
を

味
覚
と
触
覚
、
嗅
覚
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つ
い
て
は
主
に
、
「
私
」

の

肌
に
対
す
る
刺
激
を
感
受
す
る

感

覚
と
し
て

表
現
さ
れ
て
い

る
の

で
あ
る
。

こ

う
し
た
触
覚
の

描
写
は
、

二

箇
所
存
在
す
る
。

ま
ず
、

六

節
の

回
想
で
「
私
」

と
中
砂
、

お
ふ
さ
の
三

人
で

丘
の
上
の

小
さ
な
公

園
に

辿
り

着
い

た

際
に
「
明
る
い

風
が

吹
い

て

来
て
、

足
許
へ

散
ら
か

る
様
で
あ
っ

た
」

と

語
ら
れ

る
場
面
で
あ
る
。
「
明
る
い

風
」

は
、

二

節
に
あ
る
「
暗
い
と

こ

ろ
を
風
が

吹
い

て
い

る
」

と
い

う
表
現
と

対
比

的
で
あ
る
。

先
に
述
べ

た
よ

う
に
、

二

節
で

語
ら
れ
る
の

は
お
ふ
さ
の

来

訪
で
あ
り
、
「
私
」

は
そ
れ
に
対
し
て

否
定
的
な

感
情
を
抱
い

て
い

た
。

一

方
、

六

節
で
は
小
さ
な
公

園
で
の

出
来
事
を

含

め
た
三

人
で
の

旅
行
に
つ
い

て
、
「
私
」

が
「
昨
日
か

ら
今
日

半
日
の

清
遊
は
い
い

思
い

出
に
な
る
と
思
っ

た
」

と

語
っ

て

い

る
。

つ

ま
り
、
「
私
」

は
三

人
で
の

旅
行
に

対
し
て

肯
定
的

な

感
情
を
抱
い

て
い

る
の

で
あ
る
。

こ
の

感
情
の

表
れ
と
し

て
、

こ
の

場
面
で
は
「
私
」

の

触
覚
が

活
用
さ
れ
て
い

る
。

も
う
一

筒
所
は
、

三

節
で
「

私
」

の

も
と
へ

再
び

来
訪
し

た
お
ふ
さ
を
「
私
」

が

追
い

返
し
た

場
面
で
あ
る
。

そ
こ

で

は
、
「
春
先
の

時
候
の

変
わ
る
時
分
で
玄

関
の

硝
子
戸
の

開
け

た
て
に

吹
き
込
む
風
が
、

さ
っ

き
よ
り
温
か

く
な
っ

て
い

る

の
が
、

は
っ

き
り

解
っ

た
」

と

語
ら
れ
る
。
「
さ
っ

き
来
た
時

か

ら
大
分
時

間
は
た
っ

て
い

る
け
れ
ど

も
、

ま
だ

中
砂
の

家

ま
で

帰
り

著
い

て

出
な
お
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
」

と
い

う

玄

関
の

硝
子
戸
を
そ
ろ
そ
ろ
と

開
け
る
音
が
し
た

様
だ

っ

た
。
(
―

二

頁
）

「
砂
の
に
お
い
」

は
、

お
ふ
さ
が
「
玄

関
の

硝
子
戸
」

を
開

け
た
こ
と
を
示

唆
す
る

描
写
だ
と

考
え

ら
れ
る
。

こ
の

場
面

で
は
、
「
玄

関
の

硝
子
戸
」

を
開
け
た

音
よ
り
も
先
に
、

砂
の

に
お
い

を
「
私
」

が

感
じ

取
っ

て
い

る
か
の
よ

う
に

描
写
さ

れ
る
点
が

特
異
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、

同
じ

場
所
か

ら
同
時

に

発
せ

ら
れ
た

嗅
覚
と
聴
覚
を
刺
激
す
る

情
報
で
あ
れ
ば
、

感
受
者
で
あ
る
「
私
」

に
先
に

届
く
の

は
、

聴
覚
を
刺
激
す

る

情
報
（
音）

の
は

ず
だ
。

し
か
し
、
「

私」

は
硝
子
戸
の

開

く
音
よ
り
も
先
に
砂
の

に
お
い

を
感
じ
て
い

る
。

つ

ま
り
、

こ
の

場
面
で
の

「
私
」

の

感
覚
器
官
は
、

聴
覚
よ
り
も
嗅
覚

が

先
行
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

二

点
目
の

嗅
覚
描
写
は
、

十
一

節
で

「
私
」

が
お
ふ
さ
に

「
い
い
と
云
っ

た
け
れ
ど
、

も
う
台
所
障
子
の

向
う
で

海
苔

の
に
お
い
が
し

出
し
た
」

と
い

う
箇
所
で
あ
る
。

海
苔
は
「
私
」

の

眼
に
は
全

く
見
え
て
お
ら
ず
、

嗅
覚
の

み
で

海
苔
の

存
在

を
捉
え
て
い

る
。

そ
れ
に
加
え
、
「
私
」

が

海
苔
を
実
際
に

食

べ

て
い

る
描
写
は

存
在
し

な
い
。

こ
の

場
面
で
は
、
「
私
」

の

嗅
覚
に
よ
っ

て
「
海
苔
の

に
お
い
」

が

認
識
さ
れ
た
こ
と
を

強
調
し
て
い

る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ

う
に
、

他
の

感
覚
描
写
は

す
べ

て
テ
ク
ス

ト
内
で

世
界
を
変
容
さ
せ
る
お
ふ
さ

賞
が

契
機
と
な
っ

て
い

る
。

こ
の
よ

う
に
、
「
私
」

の

感
覚
の

部
分
的
な

変
化
の

契
機
を
整
理
し
て

み
る
と
、

そ
こ

に
は

常

に
お
ふ
さ
が
い

る
の
だ
。

お
ふ
さ
は
「
私
」
と

出
会
い
、

関
わ
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
私
」

の

感
覚
に

揺
ら
ぎ
を
与
え
る

存
在
と
し
て

描
写
さ
れ
る
。

一

節
で
示
さ
れ
る
の
は
、
「
私
」

の

感
受
の

あ
り
よ

う
で
あ
る
と

の

お
ふ
さ
と

共
に
行
っ

た
「
チ
ゴ

イ
ネ
ル

ワ
イ
ゼ
ン
」

の

鑑

違
和
感
や
、
「
ま
た
子
供
を
外
に
起
た
し
て
い

る
の
で
は
な
い

か
と
思
っ

て

聞
く
と
、
「
い
い

え
」

と

答
え
た
き
り
で
取
り

合

わ
な
い
」

不
気
味
さ
を
内
包
す
る
お
ふ
さ
が

「
私
」

の

も
と

か

ら

離
れ
る
こ
と
で
、
「
私
」

は

吹
き
込
む
風
が
「
さ
っ

き
よ

り
も
温
か

く
」

感
じ
る
よ

う
に
な
る
。

つ

ま
り
、

否
定
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
内
包
す
る
お
ふ
さ
の

再
来
訪
こ

そ
が
、
「
私
」

の

触
覚
に

関
す
る
描
写
を
部
分
的
に

変
化
さ
せ

る

契
機
と
な
っ

た
の
だ
。

ま
た
、
「
私
」

の

触
覚
の

記
述
に
は

聴
覚
と

同
様
に
、

他
者

と
の

ず
れ
が

描
写
さ
れ
る
。
「
私
」

の

妻
は

「
そ
う
か

知
ら
」

と

言
っ

て
、

外
が

暖
か

く
な
っ

た
と
は

認
識
し
て
い

な
い
。

「
私
」

の

世
界
が

以
前
の
「
私
」

自
身
、

そ
し
て

他
者
と
は

異

な
る

も
の
と
し
て

変
容
し
て
い

る
こ
と
が
、

こ
の

場
面
で

も

示

唆
さ
れ
て
い

る
。

最
後
に
、

嗅
覚
の

描
写
は
二

箇
所
あ
る
。

ひ
と
つ

め
は
、

二

節
の

お
ふ
さ

来
訪

直
前
、

昔
の

学
生
と

食
事
を
し
な

が
ら

交
わ
さ
れ
る
会
話
の

場
面
で
あ
る
。

「
何
だ
。

暗
く
な
っ

た
ら

帰
る
と
云

う
の
か
い
」

「
い

や
い

や
。

ま
だ
ま
だ
。

あ
、

風
が

吹
い

て
い

る
。

そ
う

で
し
ょ

う
あ
の

音
は
」

「
そ
う
だ
よ
。

暗
い

所
を
風
が

吹
い

て
い

る
ん
だ
よ
」

砂
の
に
お
い

が
し
て

来
た
。

部
分
的
な

変
化
が

描
か

れ
る
に

も
関
わ
ら
ず
、

嗅
覚
は
一

度

も
変
化
し
な
い
。

ま
た
、
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の

盤
」

と
い

う
タ
イ

ト
ル
が
示

唆
す
る
レ
コ

ー
ド
の

音
II

聴
覚
よ
り
も
、

嗅
覚
が

「
私
」

の

中
で
先
行
し
て
い

る
記
述
が

存
在
す
る
。
つ

ま
り
、

嗅
覚
は
「
私
」

の

感
覚
の

中
で

も
異
質
な

感
覚
と
し
て

描
写

さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

以
上
、

テ
ク
ス

ト
に
お
け
る
五

感
の

描
写
や
そ
の

変
化
を

見
て

き
た
と
お
り
、

嗅
覚
を
除
い

た
「
私
」

の

感
覚
に
は

何

か
し

ら
の

不
具
合
11

揺
ら
ぎ
が

与
え
ら
れ
、

部
分
的
な

変
貌

を
遂
げ
て
い

る
。

そ
し
て
「
私
」

の

感
覚
の

部
分
的
変
化
は
、

そ
れ
ぞ
れ
二

節
に
お
け
る
お
ふ
さ
の

来
訪
、

三

節
の

お
ふ
さ

の

再
訪
、

九

節
の
「
私
」

に

対
す
る
お
ふ
さ
の

告
白
、

十
一

節

-25- -24-



同
時
に
、
静
か
な
空
間
を
崩
壊
さ
せ
る
小
石
に
対
す
る
恐
怖
、

つ
ま
り
「
私
」
が
認
識
す
る
世
界
を
不
安
定
な
も
の
へ
と
変

容
さ
せ
る
存
在
へ
の
恐
怖
だ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
十
節
に

て
語
ら
れ
る
「
私
」
の
お
ふ
さ
に
対
す
る
「
何
だ
か
ぞ
っ
と

す
る
気
持
」
は
、
お
ふ
さ
が
「
私
」
の
感
覚
に
揺
ら
ぎ
を
与
え

る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
認
知
し
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
。
ま

た
、
お
ふ
さ
が
与
え
る
不
安
定
性
は
「
私
」
の
感
覚
描
写
以

外
に
も
見
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
に
は
、
時
間
に
関
す
る

情
報
に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
物
語
は
、
中
砂

の
遺
品
を
求
め
て
お
ふ
さ
が
「
私
」
の
も
と
へ
訪
問
し
て
く

る
姿
を
提
示
し
た
あ
と
、
「
私
」
と
中
砂
と
お
ふ
さ
の
関
係
を

説
明
す
る
た
め
に
、
過
去
の
回
想
へ
と
向
か
う
。
最
終
的
に

中
砂
の
死
後
、
き
み
子
を
連
れ
て
郊
外
へ
と
転
居
し
た
お
ふ

さ
と
「
私
」
が
偶
然
出
会
っ
た
場
面
が
語
ら
れ
、
回
想
は
終

了
す
る
。

そ
の
後
の
十
節
に
つ
い
て
坂
口
周
は
、
「
い
つ
も
の
通
り
の

時
刻
に
お
ふ
さ
さ
ん
が
や
っ
て
来
て
、
薄
暗
い
玄
関
の
土
間

に
起
っ
た
」
と
い
う
一
文
に
着
目
し
、
「
「
い
つ
も
の
通
り
の
」

と
い
う
言
い
回
し
が
、
そ
れ
ま
で
の
回
想
的
な
叙
述
の
終
了

と
、
二
、
三
節
で
中
途
ま
で
語
ら
れ
た
内
容
を
引
き
継
ぐ
現

在
的
状
況
へ
の
復
帰
を
宣
言
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
」
だ
と

指
摘
し
た

(
9
)
。

か
経
っ
て
い
な
い
。
そ
の
間
に
既
に
二
度
い
つ
も
同
じ
時
刻

に
や
っ
て
来
た
」
と
あ
る
。
ま
た
、
十
節
冒
頭
の
「
い
つ
も
の

通
り
の
時
刻
に
お
ふ
さ
さ
ん
が
や
っ
て
来
て
」
と
い
う
箇
所

か
ら
も
、
お
ふ
さ
が
「
私
」
の
も
と
へ
の
訪
問
を
一
時
的
に

控
え
て
い
た
よ
う
に
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、

定
期
的
に
「
私
」
に
会
っ
て
い
る
は
ず
の
お
ふ
さ
が
「
御
無

沙
汰
を
し
て
い
ま
す
、
お
変
り
は
な
い
か
」
と
挨
拶
す
る
の

は
、
不
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、
先
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
、

お
ふ
さ
は
既
に
郊
外
の
小
さ
な
家
へ
と
引
っ
越
し
て
い
る
に

も
関
わ
ら
ず
、
三
節
で
は
彼
女
の
帰
宅
先
が
「
中
砂
の
家
」

だ
と
語
ら
れ
て
い
る
。
お
ふ
さ
の
住
居
に
関
す
る
情
報
が
、

九
節
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
二
、
三
節
に
お
け
る
お
ふ
さ
の

情
報
と
、
九
節
で
の
そ
れ
に
は
明
ら
か
な
ず
れ
が
生
じ
て
い

る
の
だ
。

「
私
」
は
感
覚
の
み
な
ら
ず
、
物
語
世
界
の
時
間
に
関
す

る
認
識
と
い
っ
た
世
界
認
識
を
も
変
容
さ
せ
ら
れ
る
。
お
ふ

さ
は
「
私
」
の
世
界
に
揺
ら
ぎ
を
与
え
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
お
ふ
さ
は
当
初
か
ら
「
私
」
の
世
界
を
不
安
定

に
さ
せ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
「
私
」

は
一
貫
し
て
世
界
に
揺
ら
ぎ
を
与
え
る
存
在
に
対
し
て
恐
怖

を
抱
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
六
節

で
は
お
ふ
さ
が
存
在
す
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
私
」
の
触
覚
を

媒
体
と
し
て
肯
定
的
な
感
情
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
過
去
の

し
か
し
、
回
想
を
挟
む
物
語
内
現
在
は
、
そ
の
時
空
間
に

お
い
て
「
語
ら
れ
た
内
容
を
引
き
継
ぐ
」
も
の
と
は
言
い
難

い
。
三
節
に
て
一
度
「
私
」
の
家
を
出
た
お
ふ
さ
が
再
び
来

訪
し
た
際
、
「
さ
つ
き
来
た
時
か
ら
大
分
時
間
は
た
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
ま
だ
中
砂
の
家
ま
で
帰
り
著
い
て
出
な
お
し
た

と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
私
」
は
三
節
に

お
け
る
お
ふ
さ
の
住
ま
い
を
「
中
砂
の
家
」
だ
と
認
識
し
て

い
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
九
節
で
お
ふ
さ
と
偶
然
遭
遇
し
た

「
私
」
は
、
彼
女
と
の
会
話
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
ち
ら
は
道
の
勝
手
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
う
ろ
う
ろ

し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
か
ら
驚
い
た
が
、
先
方
は
そ
う
で
も

な
い
ら
し
い
。
御
無
沙
汰
を
し
て
い
ま
す
、
お
変
り
は
な

い
か
な
ど
と
普
通
の
挨
拶
を
し
て
、
少
し
前
に
こ
ち
ら
へ

引
越
し
て
来
た
。
ま
だ
お
知
ら
せ
し
て
い
な
い
が
、
筆
を

持
つ
の
が
大
変
な
の
で
、
そ
の
内
お
伺
い
し
て
申
上
げ
よ

う
と
思
っ
て
い
た
と
云
っ
た
。
知
っ
た
人
の
紹
介
で
小
さ

な
家
が
見
つ
か
っ
た
か
ら
移
っ
た
と
云
う
話
な
の
で
、
そ

れ
は
尤
も
な
事
だ
と
思
っ
た
。
（
二
五
頁
）

「
私
」
は
、
久
し
ぶ
り
に
出
会
っ
た
お
ふ
さ
に
「
御
無
沙

汰
を
し
て
い
ま
す
、
お
変
り
は
な
い
か
」
と
声
を
か
け
ら
れ

る
が
、
二
節
で
は
「
中
砂
が
死
ん
で
か
ら
ま
だ
一
月
余
り
し

回
想
に
お
い
て
、
お
ふ
さ
は
「
私
」
に
と
っ
て
恐
怖
の
対
象

と
な
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
事
実
と
連
動
す
る
よ
う

に
、
回
想
で
は
「
私
」
の
感
覚
描
写
の
変
化
が
一
切
記
述
さ

れ
な
い
。
お
ふ
さ
は
過
去
の
回
想
に
お
い
て
は
、
世
界
を
変

容
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
お
ふ
さ
は
、
ど
こ
か
ら
彼
の
世
界
に
揺
ら
ぎ
を
与

え
始
め
る
の
か
。
過
去
の
回
想
と
物
語
内
現
在
の
間
で
、
「
私
」

の
お
ふ
さ
に
対
す
る
認
識
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
契
機
は
結
節
部
で
あ
る
九
節
だ
と
仮
定
し
得
る
。
し
た

が
っ
て
次
節
で
は
、
九
節
の
中
で
も
特
に
鉤
括
弧
が
用
い
ら

れ
、
「
私
」
に
直
接
語
り
か
け
る
お
ふ
さ
の
告
白
を
中
心
に
考

察
し
た
い
。

世
界
の
基
盤
と
し
て
の
中
砂

ま
ず
は
「
私
」
の
感
覚
の
部
分
的
な
変
化
の
契
機
と
し
て

考
え
ら
れ
る
、
九
節
の
お
ふ
さ
の
告
白
を
分
析
し
て
い
く
。

お
ふ
さ
の
告
白
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
。

中
砂
は
、
な
く
な
っ
て
見
れ
ば
も
う
私
の
御
亭
主
で
な

い
と
、
こ
の
頃
そ
れ
が
は
っ
き
り
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

き
っ
と
死
ん
だ
奥
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
居
り
ま
す
。

そ
ん
な
人
な
ん
で
御
座
い
ま
す
よ
。
私
は
世
間
の
普
通
の
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御
夫
婦
の
様
に
、
後
に
取
り
残
さ
れ
た
の
で
は
な
く
て
、

中
砂
は
残
し
て
来
た
な
ど
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
ょ

う
。
で
も
こ
の
子
が
可
哀
想
で
御
座
い
ま
す
か
ら
、
き
っ

と
私
の
手
で
育
て
ま
す
。
中
砂
に
は
渡
す
事
で
は
御
座
い

ま
せ
ん
（
二
六
頁
）

お
ふ
さ
は
中
砂
に
つ
い
て
「
も
う
私
の
御
亭
主
で
な
い
」

と
述
べ
、
き
み
子
に
対
し
て
は
「
可
哀
想
」
だ
か
ら
育
て
る

の
で
あ
り
、
「
中
砂
に
は
渡
す
事
で
は
御
座
い
ま
せ
ん
」
と
断

言
す
る
。
中
砂
が
死
ん
だ
こ
と
で
義
母
と
し
て
の
義
務
を
失

っ
た
お
ふ
さ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
き
み
子
を
育
て
る
の
は
、

中
砂
を
想
っ
て
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
実
際
、
「
私
」
は
彼

女
が
中
砂
の
家
か
ら
転
居
し
た
こ
と
に
つ
い
て
「
そ
れ
は
尤

も
な
事
だ
と
思
っ
た
」
と
語
る
。
こ
の
時
「
私
」
は
、
お
ふ
さ

が
中
砂
と
決
別
す
る
な
ど
と
は
微
塵
も
考
え
て
い
な
い
こ
と

が
、
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
義
母
と
し
て

で
は
な
く
一
人
の
人
間
と
し
て
き
み
子
を
養
育
す
る
と
、
お

ふ
さ
は
「
私
」
に
対
し
て
表
明
す
る
。
お
ふ
さ
が
こ
の
表
明

を
告
白
し
た
場
所
で
あ
る
「
四
つ
辻
」
は
、
あ
の
世
の
住
人

を
こ
の
世
に
呼
ん
だ
り
、
逆
に
こ
の
世
か
ら
あ
の
世
に
送
り

返
し
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
特
殊
な
場
所
と
し
て
の
意
味

合
い
も
内
包
し
て
お
り
(
1
0
)
、
あ
の
世
へ
去
っ
た
中
砂
と
の

決
別
を
よ
り
印
象
付
け
る
場
と
な
っ
て
い
る
。

中
砂
と
汽
車
に
乗
っ
て
い
た
際
に
は
「
知
ら
な
い
景
色
の

中
で
日
が
暮
れ
て
行
く
の
は
淋
し
か
っ
た
」
と
感
じ
て
い
た

「
私
」
が
、
六
節
で
「
昨
日
か
ら
今
日
半
日
の
清
遊
は
い
い

思
い
出
に
な
る
」
と
語
る
よ
う
に
、
中
砂
、
お
ふ
さ
の
三
人

で
過
ご
し
た
東
北
旅
行
に
つ
い
て
彼
は
幸
福
を
感
じ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
特
に
、
三
人
で
遊
び
に
出
か
け
た
先
で
辿
り
着

い
た
小
さ
な
丘
の
公
園
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
望
む
こ
と
が
で

き
る
海
は
、
「
足
許
へ
光
が
散
ら
か
る
様
で
あ
っ
た
」
や
「
向

う
の
大
き
な
海
が
光
っ
て
い
る
」
と
い
っ
た
描
写
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
内
で
唯
一
「
明
る
い
」
描
写
が
多
用

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
場
所
は
「
私
」
に
と
っ
て

幸
福
の
象
徴
の
地
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
私
」
が
幸
福
を
示
唆
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
過
去
の
回
想
に
お
い
て
「
私
」
と
お
ふ
さ
が
直
接
会
話

を
し
て
い
る
記
述
は
存
在
し
な
い
。
彼
女
は
あ
く
ま
で
も
中

砂
が
不
思
議
な
因
縁
を
感
じ
取
っ
た
こ
と
で
、
「
私
」
と
関
わ

り
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
中
砂
を
介
す
こ
と
が
な

け
れ
ば
、
本
来
お
ふ
さ
と
「
私
」
が
関
わ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
「
私
」
が
感
じ
て
い
る
幸
福

は
中
砂
の
存
在
に
起
因
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
私
」

は
中
砂
を
介
す
る
こ
と
で
お
ふ
さ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、

三
人
の
関
係
が
良
好
な
状
態
で
保
た
れ
て
い
た
こ
と
を
幸
福

と
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
中
砂
が
死

で
は
、
死
し
て
な
お
、
「
私
」
と
お
ふ
さ
に
影
響
を
与
え
て

い
た
中
砂
と
い
う
存
在
を
、
「
私
」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

た
の
か
。
「
私
」
が
死
ん
だ
中
砂
を
物
語
内
現
在
で
想
起
す
る

の
は
、
お
ふ
さ
に
よ
っ
て
揺
ら
ぎ
が
生
じ
な
か
っ
た
嗅
覚
に

つ
い
て
の
描
写
の
み
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
私
」
が

嗅
ぎ
と
っ
た
「
に
お
い
」
は
「
砂
」
と
「
海
苔
」
で
あ
り
、
直

接
的
に
中
砂
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
嗅
覚

は
、
言
語
と
し
て
記
憶
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
な
感
覚
で

あ
る
一
方
、
体
の
奥
底
に
言
語
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
記
憶

の
痕
跡
を
と
ど
め
、
元
の
香
り
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
そ

の
記
憶
を
無
意
識
の
奥
処
か
ら
一
挙
に
甦
ら
せ
る
。
そ
れ
は

論
理
を
欠
く
も
の
の
、
直
接
体
感
覚
を
刺
激
し
、
生
き
生
き

し
た
も
の
と
し
て
か
つ
て
の
記
憶
を
想
起
さ
せ
る
(
1
1
)
。
物

語
内
現
在
に
位
置
す
る
「
私
」
は
、
砂
と
海
苔
の
に
お
い
を

嗅
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
記
憶
を
生
き
生
き
と
し
た
も
の

と
し
て
想
起
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

砂
は
、
六
節
で
も
登
場
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
私
」
が
中
砂
、

お
ふ
さ
と
と
も
に
訪
れ
た
丘
の
上
の
小
さ
な
公
園
か
ら
眺
め

た
「
砂
浜
の
上
を
、
夢
に
見
た
事
も
な
い
大
き
な
浪
が
こ
ろ

が
っ
て
い
た
」
様
子
を
喚
起
す
る
(
1
2
)
。
ま
た
、
過
去
の
回

想
に
て
海
苔
に
関
す
る
記
載
は
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
に

お
い
が
喚
起
す
る
の
は
、
海
苔
が
生
産
さ
れ
る
場
所
、
す
な

わ
ち
海
で
あ
る
。

ん
だ
物
語
内
現
在
に
お
い
て
は
、
「
私
」
は
お
ふ
さ
の
行
動
の

意
図
を
全
く
理
解
で
き
て
い
な
い
。

過
去
の
回
想
で
、
お
ふ
さ
が
「
私
」
の
安
定
性
を
脅
か
す

存
在
で
な
か
っ
た
の
は
、
「
私
」
の
意
識
の
根
底
に
中
砂
が
存

在
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
中
砂
は
過
去
の
回
想
に
お
い
て
、

そ
の
死
を
迎
え
る
ま
で
常
に
「
私
」
の
傍
に
位
置
し
て
お
り
、

「
私
」
を
独
り
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

中
砂
は
「
私
」
の
捉
え
て
い
た
世
界
の
安
定
を
支
え
て
い
た

存
在
、
す
な
わ
ち
、
世
界
の
基
盤
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
「
私
」
の
嗅
覚
に
よ
っ
て
想
起
さ
せ
ら
れ
た

海
に
よ
っ
て
、
「
私
」
の
意
識
下
に
あ
っ
た
世
界
の
基
盤
と
し

て
の
中
砂
が
浮
上
す
る
。

お
ふ
さ
と
中
砂
の
繋
が
り
は
、
同
じ
郷
里
と
い
う
不
思
議

な
因
縁
だ
け
で
は
な
い
。
彼
女
が
後
妻
に
な
っ
た
際
、
中
砂

と
細
君
の
子
で
あ
る
き
み
子
も
二
人
の
強
固
な
繋
が
り
と
し

て
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
中
砂
の
死
後
も
、
お
ふ
さ
は
き

み
子
を
見
捨
て
る
こ
と
な
く
育
て
続
け
た
。
そ
の
間
、
「
私
」

に
と
っ
て
の
世
界
の
基
盤
と
お
ふ
さ
と
の
繋
が
り
も
絶
た
れ

る
こ
と
な
く
保
た
れ
、
彼
女
は
不
安
定
性
を
与
え
る
存
在
に

は
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
お
ふ
さ
の
告
白
し
た
中
砂
と

の
決
別
は
、
世
界
の
基
盤
と
の
繋
が
り
を
絶
つ
と
い
う
「
私
」

へ
の
宣
告
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
「
私
」
の

な
か
で
中
砂
と
の
繋
が
り
を
消
失
し
た
お
ふ
さ
は
、
「
私
」
に
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(
1
)
『
新
輯
内
田
百
間
全
集
』
第
一
三
巻
(
-
九
八
八
•
一
、
福
武

書
店
）
、
一
―
頁
。
以
下
、
本
文
の
引
用
は
当
全
集
に
よ
る
。

そ
の
際
、
本
文
は
適
宜
現
代
語
表
記
に
改
め
た
。
な
お
、
本

論
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
本
テ
ク
ス
ト
は
各
話
が
数
字
の

み
で
区
切
ら
れ
て
い
る
が
、
便
宜
上
「
節
」
を
付
し
て
扱
う

こ
と
と
す
る
。

(
2
)
「
内
田
百
間
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
論
ー
モ
ダ
ニ
テ
ィ
・
知
覚
・

主
体
」
（
二
0
0

九
•
三
、
「
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
」
八

0
号）

(
3
)

か
つ
て
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
は
、
河
盛
好
蔵
「
解
説
」
（
『
現

代
日
本
文
学
全
集
七
五
』
(
-
九
五
六
•
六
、
筑
摩
書
房
）

所
収
。
）
や
、
内
田
道
雄
「
内
田
百
開
ノ
ー
ト
（
一
）
」
（
一
九

六
ニ
・
九
、
「
古
典
と
現
代
」
一
七
号
）
、
川
村
二
郎
「
耳
の

人
」
(
-
九
九
八
・
ニ
、
「
F
R
O
N
T
」
―
一
巻
三
号
）
な
ど
で

評
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
亡
く
な
っ
た
男
の
執
念
」
（
内
田
）

や
「
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
か
け
て
き
た
一
人
の
女
の
狂
気
」
（
河

盛
）
が
主
に
着
目
さ
れ
て
い
た
。
「
私
」
と
い
う
主
体
の
あ
り

よ
う
が
焦
点
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
近
年
に
な
っ

て
か
ら
で
あ
る
。

(
4
)

「
内
田
百
間
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
論
ー
心
象
に
響
く
声
と
音

楽
ー
」
（
二

0
0
六
・
ニ
、
「
人
文
論
究
」
五
五
巻
四
号
）

注
「
私
」
の
五
感
に
関
す
る
描
写
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
「
私
」

お
わ
り
に

と
っ
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
混
沌
の
存
在
へ
と
変
貌
を

遂
げ
て
い
く
。

こ
う
し
て
郊
外
へ
転
居
し
た
こ
と
で
空
間
的
に
も
中
砂
と

の
決
別
を
果
た
し
た
お
ふ
さ
は
、
世
界
に
揺
ら
ぎ
を
与
え
始

め
る
。
回
想
前
の
物
語
内
現
在
で
は
抱
い
て
い
な
か
っ
た
お

ふ
さ
に
対
す
る
「
私
」
の
恐
怖
は
、
過
去
の
回
想
、
特
に
お
ふ

さ
の
告
白
を
語
り
直
す
と
い
う
「
私
」
の
行
為
に
よ
っ
て
発

現
す
る
。
過
去
と
向
き
合
う
こ
と
で
、
「
私
」
が
そ
れ
ま
で
「
怪

読
」
や
「
不
思
議
」
と
抱
い
て
い
た
お
ふ
さ
へ
の
感
情
が
、
回

想
後
に
は
「
何
だ
か
ぞ
っ
と
す
る
」
も
の
へ
と
変
化
し
た
の

で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
基
盤
を
失
っ
た
「
私
」
は
自
力
で
世
界
を
捉

え
よ
う
と
試
み
る
。
過
去
の
回
想
で
は
登
場
し
な
い
味
覚
や

聴
覚
を
含
め
て
、
物
語
内
現
在
が
「
私
」
の
五
感
全
て
に
関

す
る
描
写
を
内
包
し
て
い
る
の
は
、
基
盤
を
失
っ
た
「
私
」

が
自
力
で
世
界
を
再
構
築
す
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
刺
激
に

対
し
て
過
剰
な
注
意
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
こ
う
し
て
「
私
」
の
感
受
の
あ
り
よ
う
は
、
不
確
か
な
も

の
と
し
て
定
位
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

の
感
覚
の
み
な
ら
ず
、
世
界
を
変
容
さ
せ
る
お
ふ
さ
と
い
う

存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」

に
お
い
て
「
私
」
の
情
態
は
、
物
語
を
通
じ
て
不
安
定
な
も

の
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
「
私
」
と
い
う
主

体
の
不
確
か
な
感
受
の
あ
り
よ
う
は
、
物
語
以
前
か
ら
内
包

さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
世
界
に
揺
ら
ぎ
を

与
え
る
存
在
に
よ
っ
て
、
不
確
か
な
も
の
へ
と
変
貌
さ
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
は
当
初
か
ら
世
界
を
変
容
さ

せ
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
「
私
」
の
感
覚
の
倒
錯
を
防
ぎ
、

安
定
な
状
態
に
保
ち
続
け
る
こ
と
で
、
彼
の
世
界
の
根
底
に

位
置
し
て
い
た
の
は
、
彼
の
友
人
中
砂
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
つ
て
「
私
」
の
認
識
す
る
世
界
の
基
盤
で
あ
っ
た
中
砂

の
死
後
、
崩
壊
す
る
か
に
思
わ
れ
た
「
私
」
の
世
界
は
、
中
砂

と
の
強
固
な
繋
が
り
を
持
っ
て
い
た
お
ふ
さ
に
よ
っ
て
保
持

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
女
が
私
に
告
げ
た
中
砂
と
の
決

別
は
、
「
私
」
の
世
界
崩
壊
の
物
語
と
し
て
テ
ク
ス
ト
を
構
成

す
る
よ
う
に
作
用
し
始
め
る
。
テ
ク
ス
ト
に
散
り
ば
め
ら
れ

た
「
私
」
の
感
覚
描
写
は
、
そ
う
し
た
物
語
を
諷
示
し
て
い

た
。
「
私
」
の
感
覚
の
ず
れ
は
、
か
つ
て
安
定
な
も
の
と
し
て

認
知
し
て
い
た
世
界
が
、
揺
ら
ぎ
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
崩

壊
し
て
い
く
こ
と
を
示
す
指
標
だ
っ
た
の
だ
。

(
5
)

（
2
)

と
同
。

(
6
)

内
田
百
間
「
サ
ラ
サ
ー
テ
の
盤
」
に
お
け
る
第
三
の
「
女
」

ー
夢
後
の
共
同
性
ヘ
ー
」
（
二

0
IO・ 
―
二
、
「
日
本
文
学
」

五
九
巻
―
二
号
）

(
7
)

（
2
)

と
同
。

(
8
)

（
6
)

と
同
。

(
9
)

（
6
)

と
同
。

(10)
笹
本
正
治
『
辻
の
世
界
ー
歴
史
民
俗
学
的
考
察
』
(
-
九
九
一
・

六
、
名
著
出
版
）

(
1
1
)
山
懸
熙
「
第
三
感
覚
II
匂
い
の
美
学
の
た
め
に
」
(
-
九
九
三
・

二
、
「
思
想
」
八
二
四
号
）

(12)
ち
な
み
に
、
「
砂
」
と
い
う
文
字
は
中
砂
と
い
う
名
前
に
も
含

ま
れ
て
お
り
、
読
者
は
視
覚
レ
ベ
ル
で
中
砂
の
存
在
を
想
起

さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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