
横
光
利
一
「
上
海
」

　
　
　
　
　
吉
行
エ
イ
ス
ケ
と
の
比
較
に
お
い
て

＼
　
　
　
　
　
　
　
－

」
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

直
　
　
美

は
じ
め

に

　
昭
和
三
年
四
月
、
横
光
利
一
は
中
国
旅
行
に
出
発
す
る
。
彼
は
約
一
ヵ
月
の

中
国
滞
在
の
ほ
と
ん
ど
を
上
海
で
過
し
た
後
、
帰
国
す
る
。
同
年
十
一
月
か
ら

「
改
造
」
に
連
載
さ
れ
る
長
編
小
説
「
上
海
」
は
、
そ
の
文
学
的
成
果
だ
と
い

え
る
。

　
横
光
の
上
海
滞
在
の
動
機
に
つ
い
て
は
、
芥
川
龍
之
介
の
勧
め
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
既
に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
「
私
に
上
海
を
見
て
来
い
と
云
っ
た
人
は
芥
川
龍
之
介
氏
で
あ
る
。
氏
は
亡

く
な
ら
れ
た
年
、
君
は
上
海
を
見
て
お
か
ね
ぱ
い
け
な
い
と
云
は
れ
た
の
で
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
０

の
翌
年
上
海
に
渡
っ
て
み
た
」
（
「
静
安
寺
の
碑
文
」
）
と
い
う
横
光
の
言
葉
と
、

芥
川
の
自
殺
の
背
景
に
あ
る
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
圧
迫
感
と
を
関
連
づ
げ
て
、

「
上
海
」
執
筆
の
意
図
を
探
ろ
う
と
す
る
論
も
既
に
定
着
し
て
い
る
と
い
っ
て

　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
上
海
」

よ
い
だ
ろ
う
。

後
、
昭
和
十
年
に
た
っ
て
、
横
光
利
一
自
身
は
以
下
の
よ
う
に
述
懐
し
た
と

い
わ
れ
る
。

　
　
や
は
り
『
上
海
』
は
大
き
な
転
機
だ
っ
た
ね
。
あ
の
時
は
友
だ
ち
が
み
な
左
傾
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
し
…
…
。
も
し
上
海
へ
行
か
な
か
つ
た
ら
僕
も
左
傾
し
て
い
た
ろ
う
と
思
う
。

　
こ
の
言
葉
は
、
横
光
が
芥
川
同
様
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
圧
迫
を
身
近
に
感
じ

て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
も
、
彼
に
と
っ
て
の
左
傾
が
、
自
身
の
内

的
間
題
よ
り
も
、
む
し
ろ
周
辺
文
学
者
の
動
勢
に
強
く
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
も
、
こ
の
話
か
ら
う
か
が
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
時
期
に
。
横
光
利
一
と
同
様
に
上
海
に
注
目
し
、
「
上
海
」

連
載
と
ほ
と
ん
ど
同
時
期
に
、
上
海
を
舞
台
と
し
た
一
連
の
作
品
を
発
表
し
続

げ
た
作
家
が
い
る
。
新
興
芸
術
派
の
一
人
、
吉
行
エ
イ
ス
ケ
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
吉
行
エ
イ
ス
ケ
の
作
品
と
「
上
海
」
と
の
比
較
検
討
を
進
め
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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横
光
利
一
「
上
海
」

つ
、
横
光
の
目
に
映
じ
た
上
海
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
い
っ
た
い
、
横
光
が

上
海
で
見
た
も
の
、
或
い
は
把
え
き
れ
な
か
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
～

そ
し
て
、
横
光
の
「
上
海
」
の
隈
界
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

」
、

上
海
渡
航
前
の
状
況

　
横
光
利
一
は
文
壇
に
登
場
し
た
早
い
時
期
か
ら
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
強

く
意
識
し
、
反
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
立
場
に
立
っ
た
エ
ッ
セ
イ
を
多
く
発
表

し
て
い
る
。
彼
の
論
で
特
徴
的
た
の
は
、
反
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
論
じ
た
が

ら
、
そ
れ
が
同
時
に
、
新
感
覚
派
を
新
し
い
文
学
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
と
強

く
結
び
つ
い
て
い
た
点
で
あ
る
。
彼
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

と
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
新
感
覚
派
を
文
壇
の
新
た
た
二
大
勢
力
の
一
つ
と
し

て
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
意
図
が
み
て
と
れ
る
。

　
例
え
ぱ
、
「
新
感
覚
派
と
コ
ソ
、
・
二
一
ズ
ム
文
学
」
（
昭
３
・
１
「
新
潮
」
）
で

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
も
し
わ
れ
わ
れ
が
、
此
の
新
し
き
唯
物
論
的
文
学
を
、
よ
り
新
し
き
文
学
と
し
て
認

　
　
め
る
と
す
れ
ぱ
、
わ
れ
わ
れ
は
当
然
、
コ
ソ
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
を
も
認
め
ね
ぱ
た
ら
ぬ
。

　
　
（
中
略
）
し
か
し
た
が
ら
、
コ
ソ
、
ミ
ニ
ズ
ム
文
学
の
み
が
、
ひ
と
り
唯
物
論
的
文
学

　
　
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
次
ら
、
他
に
い
か
な
る
唯
物
論
的
文
学
が
存
在
す
る
か
。

　
　
そ
れ
は
新
感
覚
派
文
学
、
こ
れ
以
外
に
は
、
一
つ
も
な
か
ａ
た
。

　
横
光
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ブ
文
学
が
新
し
い
文
学
で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ブ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学
と
並
び
称
す
る
こ
と
で
、
既
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

文
壇
の
中
で
の
新
感
覚
派
の
新
し
さ
と
正
当
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
従
っ
て
彼
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
批
判
は
、
．
相
手
を
批
判
す
る
だ
げ
の
意

味
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
文
壇
の
中
で
の
自
分
自
身
の
優
位
性
を
主
張
す
る
た
め

に
も
、
ぜ
ひ
必
要
た
手
続
き
だ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
隆
盛
の
中
で
、
彼
の
周
辺
に
も
左
傾
す
る

文
学
者
が
次
々
に
現
れ
た
。
　
「
文
芸
時
代
」
初
期
の
同
人
で
あ
っ
た
今
東
光
に

続
い
て
、
昭
和
三
年
三
斤
に
は
片
岡
鉄
兵
が
前
衛
芸
術
家
同
盟
に
参
加
し
た
。

横
光
と
共
に
常
に
新
感
覚
派
の
正
当
性
を
主
張
し
て
き
た
片
岡
の
左
傾
は
、
人

々
の
注
目
を
浴
び
た
。
し
か
も
そ
の
二
ヵ
月
前
に
、
や
は
り
同
人
で
あ
っ
た
川

端
康
成
が
「
片
岡
・
横
光
ら
の
立
場
」
（
昭
３
・
１
「
文
芸
春
秋
」
）
の
中
で
、

彼
ら
二
人
を
同
一
の
難
し
い
立
場
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
人
々

が
今
度
は
横
光
が
左
傾
す
る
め
で
は
た
い
か
と
考
え
た
と
し
て
も
、
あ
た
が
ち

不
自
然
と
は
い
え
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
情
勢
の
中
で
、
横
光
自
身
の
ユ
ヅ
セ
イ
に
も
、
彼
の
内
心
の
動

揺
が
表
わ
れ
る
よ
う
に
た
る
。
昭
和
三
年
二
月
の
「
控
へ
目
た
感
想
」
（
「
創
作

時
代
」
）
で
「
私
は
文
壇
が
た
だ
勃
興
し
て
来
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学
に
眩
惑

を
感
じ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
た
い
と
思
ふ
だ
げ
だ
」
と
書
い
た
横
光
は
、
四
月
の

「
愛
矯
と
マ
ル
キ
ツ
ズ
ム
に
つ
い
て
」
（
「
創
作
月
刊
」
）
で
は
「
転
換
出
来
得

る
も
の
は
、
常
に
幸
ひ
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
へ
の
転
換
　
　
此
の
転
換
は

転
換
す
る
も
の
の
中
、
賞
む
べ
き
転
換
の
一
つ
で
あ
る
」
と
ま
で
い
う
よ
う
に



な
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
横
光
の
上
海
行
は
、
当
時
さ
ま
ざ
ま
に
取
り
沙

汰
さ
れ
た
。
例
え
ば
「
読
売
新
聞
」
（
昭
３
・
４
・
８
）
は
「
支
那
へ
漂
流
す

る
横
光
利
一
君
」
と
題
し
、
　
「
朋
友
片
岡
鉄
兵
氏
や
今
東
光
氏
な
ど
の
左
傾
を

尻
目
に
１
」
と
か
な
り
郷
楡
的
に
報
じ
て
い
る
。
当
時
の
人
六
の
横
光
を
見
る
目

の
一
端
が
う
か
が
え
よ
う
。

　
横
光
は
、
そ
の
よ
う
な
目
に
対
し
て
、
決
し
て
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。

　
　
私
が
東
京
を
た
つ
て
こ
の
上
海
へ
来
た
の
は
、
一
つ
は
波
立
ち
騒
い
で
ゐ
る
自
分
の

　
　
周
囲
の
混
乱
か
ら
抜
げ
出
て
一
息
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
る
・
－
…
（
「
薔
薇
」
昭
８

　
　
・
７
「
中
央
公
論
」
）

　
と
い
っ
た
文
章
や
、
上
海
で
横
光
を
迎
え
た
中
学
時
代
の
友
人
、
今
鷹
壇
太

郎
氏
が
伝
え
る
「
鉄
兵
ま
で
と
う
と
う
行
っ
て
し
ま
い
よ
っ
た
。
　
（
中
略
）
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
君
の
所
へ
逃
げ
て
来
た
っ
て
訳
さ
」
た
ど
と
い
う
横
光
の
言
葉
が
、
当
時
の

横
光
の
心
情
を
示
し
て
い
る
。

　
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
文
学
の
優
位
性

を
主
張
し
て
き
た
横
光
に
と
っ
て
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
動

揺
は
、
彼
自
身
の
文
学
の
動
揺
に
つ
な
が
る
。
し
か
も
、
「
文
芸
時
代
」
以
来

の
論
客
で
あ
っ
た
片
岡
鉄
兵
の
左
傾
は
、
新
感
覚
派
と
い
う
彼
ら
の
文
学
的
立

場
の
崩
壌
に
も
っ
な
が
り
か
ね
な
い
。
そ
の
意
味
で
片
岡
の
左
傾
は
横
光
の
内

面
の
動
揺
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
横
光
が
周
辺
の
動
勢
に
神
経
質
で
あ

　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
上
海
」

っ
た
の
は
、
文
壇
で
の
新
感
覚
派
の
位
置
と
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

　
従
っ
て
、
横
光
の
上
海
行
が
片
岡
鉄
兵
ま
で
を
も
巻
き
込
ん
だ
左
傾
の
波
か

ら
、
一
時
的
に
せ
よ
逃
が
れ
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

　
と
は
い
っ
て
も
、
彼
の
上
海
行
は
約
一
カ
月
で
あ
る
。
左
傾
の
波
か
ら
の
避

難
、
な
い
し
は
逃
避
の
期
間
と
し
て
は
い
か
に
も
短
い
。
し
か
も
帰
国
か
ら
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

カ
月
程
し
か
た
た
な
い
六
月
十
五
日
付
の
改
造
杜
杜
主
宛
書
簡
で
、
既
に
長
編

小
説
執
筆
の
意
向
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
横
光
の
根
本
的
な

興
味
が
中
国
自
体
に
－
あ
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
上
海
へ
「
漂

流
」
し
て
い
っ
た
横
光
は
、
あ
く
ま
で
東
京
へ
戻
り
、
作
家
と
し
て
白
分
白
身

を
た
て
直
す
必
要
に
か
ら
れ
て
い
た
。

　
彼
の
主
張
す
る
文
学
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ァ
文
学
と
対
立
す
る
力
を
失
い
、
そ
の

存
在
の
意
味
を
も
失
い
っ
っ
あ
っ
た
た
ら
、
左
傾
す
る
か
、
或
い
は
彼
独
自
に

新
た
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
対
立
し
得
る
文
学
を
生
み
出
す
か
し
か
な
い
。

「
愛
矯
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
」
の
中
で
「
芸
術
が
悪
い
の
だ
」
と
頑
な
に
左
傾
を

拒
ん
だ
横
光
に
１
と
っ
て
、
こ
の
上
海
行
は
白
已
の
文
学
の
再
構
築
と
い
う
、
切

追
し
た
課
題
を
背
負
っ
て
の
も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
意
気
込
み
を
も
っ
て
着
手
さ
れ
た
「
上
海
」
で
あ
る
が
、
横
光

の
作
品
の
中
で
一
定
の
評
価
は
得
て
い
る
も
の
の
、
全
面
的
に
認
め
た
論
は
ご

く
少
な
い
。
新
感
覚
派
時
代
か
ら
一
転
し
て
杜
会
へ
目
を
向
げ
、
マ
ル
キ
ツ
ズ
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横
光
利
一
「
上
海
」

ム
を
作
品
の
中
で
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
野
心
作
と
し
て
評
価
さ
れ
た
が
ら
、

同
時
に
そ
こ
に
彼
の
隈
界
の
あ
る
こ
と
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

　
勝
本
清
一
郎
は
横
光
の
態
度
を
敗
退
主
義
と
断
じ
、
岩
上
順
一
も
「
こ
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

家
が
『
上
海
』
で
は
た
し
て
真
の
解
決
を
え
た
か
ど
う
か
は
う
た
が
わ
し
い
」

と
し
て
、
横
光
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
理
解
の
限
界
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に

「
そ
の
新
感
覚
派
的
た
表
現
法
の
駆
使
が
か
え
っ
て
作
品
の
核
心
を
あ
い
ま
い

　
　
　
　
¢

に
し
て
い
る
」
と
そ
の
文
体
と
の
関
係
で
批
判
す
る
伊
藤
整
の
論
な
ど
が
あ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
小
田
切
秀
雄
氏
は

　
　
横
光
は
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
を
物
体
の
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
運
動
と
し
て
し
か
描
き
え

　
　
な
い
と
い
う
面
が
あ
り
、
五
・
三
〇
の
描
写
に
も
、
中
国
民
衆
は
と
も
す
れ
ぱ
モ
ッ

　
　
ブ
ふ
う
の
描
き
方
を
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
＠

　
と
指
摘
し
て
い
る
。
　
「
上
海
」
全
編
を
通
じ
て
「
物
体
の
メ
カ
ニ
ッ
ク
な
運

動
」
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
労
働
者
に
限
ら
な
い
。
娼
婦
や
ダ
ソ
ス

ホ
ー
ル
の
客
、
或
い
は
金
塊
市
場
に
集
ま
る
人
々
な
ど
、
中
国
人
以
外
で
も
、

徹
底
し
て
モ
ヅ
ブ
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
し
て
群
衆
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
上
海

の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
は
、
暴
動
場
面
に
顕
著
な
よ
う
に
、
一
っ
の
大
き
た
う
ね

り
と
し
て
描
か
れ
る
。

　
主
人
公
た
ち
は
、
そ
の
う
ね
り
を
背
景
に
登
場
す
る
。
そ
の
た
め
主
人
公
と

群
衆
は
全
く
異
た
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
統
一
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の

こ
と
が
「
現
実
が
統
一
的
な
具
体
的
存
在
で
な
く
な
る
」
（
岩
上
順
一
、
前
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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論
文
）
、
或
い
は
革
命
家
芳
秋
蘭
が
群
衆
の
中
で
奇
妙
に
１
孤
立
し
て
い
る
こ
と

を
指
摘
し
、
　
「
肝
心
の
群
衆
に
ま
っ
た
く
人
格
を
附
さ
な
か
っ
た
た
め
」
と
す

る
批
判
（
栗
坪
良
樹
氏
、
　
「
横
光
利
一
と
く
革
命
Ｖ
」
昭
５
１
・
７
「
琶
言
と
構

想
」
）
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
「
上
海
」
批
判
を
ふ
ま
え
て
、
次
章
で
は
吉
行
エ
イ
ス
ケ
の

作
品
と
比
較
し
つ
つ
、
横
光
の
「
上
海
」
に
お
け
る
上
海
観
と
そ
の
隈
界
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
、
吉
行
ユ
イ
ス
ケ

「
上
海
五
部
作
」
と
の
対
比

　
横
光
利
一
と
吉
行
エ
イ
ス
ケ
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、
既
に
神
谷
忠
孝
氏
の

以
下
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

　
　
こ
の
五
部
作
の
執
筆
時
期
は
、
ほ
と
ん
ど
横
光
利
一
の
「
上
海
」
と
重
た
っ
て
い
る

　
　
こ
と
は
興
味
深
い
。
横
光
が
「
上
海
」
で
傍
観
者
的
ニ
ヒ
リ
ス
ト
と
も
い
え
る
「
参

　
　
木
」
を
通
し
て
中
国
の
状
況
を
描
い
た
の
に
対
し
て
、
吉
行
エ
イ
ス
ケ
の
描
く
日
本

　
　
人
は
行
動
的
ニ
ヒ
リ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
大
き
た
ち
が
い
は
あ
る
が
、
「
上
海
」
を

　
　
一
方
に
お
く
と
、
吉
行
ユ
イ
ス
ケ
の
五
部
作
が
「
上
海
」
へ
の
ア
ソ
チ
テ
ー
ゼ
と
し

　
　
て
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
も
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
で
は
た
い
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
う
。
（
「
吉
行
エ
イ
ス
ケ
作
品
集
皿
」
解
説
）

　
さ
ら
に
神
谷
氏
は
、
高
見
順
の
「
昭
和
文
学
盛
衰
史
」
の
中
の
、
横
光
が
吉

行
の
才
能
を
惜
し
ん
で
、
「
近
代
生
活
」
を
脱
退
す
る
よ
う
勧
め
た
、
と
い
う

挿
話
も
紹
介
し
て
い
る
。



　
こ
こ
で
神
谷
氏
の
い
う
「
五
部
作
」
の
発
表
年
月
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
張
作
森
の
死
ぬ
迄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
年
十
一
月

　
　
大
総
統
戴
冠
式
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
年
　
三
月

　
　
地
図
に
出
て
来
る
男
女
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
年
　
五
月

　
　
ラ
　
　
マ

　
　
蜘
嚇
寺
附
近
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
年
十
二
月

　
　
句
旨
旦
；
馬
麗
の
愛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
年
十
月

　
「
張
作
森
の
死
ぬ
迄
」
は
「
上
海
」
連
載
第
一
回
の
「
風
呂
と
銀
行
」
が
発

表
さ
れ
た
の
と
同
月
、
　
「
剃
嚇
寺
附
近
」
は
第
五
回
「
海
港
章
」
と
同
月
の
発

表
で
あ
る
。
横
光
は
「
海
港
章
」
を
書
き
あ
げ
た
後
「
上
海
」
連
載
を
一
時
中

断
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
昭
和
六
年
一
月
に
「
婦
人
」
、
十
一
月
に
１
「
春
婦
」

が
書
か
れ
て
「
上
海
」
は
完
結
す
る
。
ま
さ
に
二
人
の
「
上
海
も
の
」
は
同
一

の
時
期
に
書
か
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
し
か
も
、
二
人
の
作
品
の
共
通
点
は
発
表
時
だ
け
で
は
な
い
。
横
光
と
吉
行

の
上
海
観
に
も
、
共
通
す
る
も
の
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
吉
行
は
「
ヨ
一
昼
昌
轟
麗
の
愛
」
を
収
録
し
た
『
新
し
き
上
海
の
プ
ラ
ィ
ヴ

ェ
ー
ト
』
（
昭
７
・
３
、
先
進
杜
刊
）
の
序
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
人
々
は
不
思
議
が
つ
て
ゐ
る
が
、
僕
に
と
つ
て
は
今
目
の
上
海
以
外
に
は
何
等
、
知

　
　
り
た
い
と
は
思
は
な
い
。
　
（
中
略
）
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
僕
の
支
那
に
対
す
る
洞
察
は

　
　
世
界
各
国
の
金
融
資
本
に
よ
つ
て
統
制
さ
れ
ん
と
し
つ
つ
あ
る
支
那
、
そ
の
花
園
の

　
　
肥
料
に
あ
ら
は
れ
る
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ア
国
家
の
匂
ひ
や
か
な
政
治
的
な
色
彩
に
た
い
す

　
　
る
感
受
性
以
外
の
何
も
の
も
な
い
。

　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
上
海
」

　
こ
の
、
現
在
の
上
海
に
の
み
自
己
の
興
味
を
隈
定
し
ょ
う
と
す
る
態
度
は
、

前
章
で
あ
げ
た
改
造
杜
杜
主
宛
書
簡
の
中
の
、
以
下
の
よ
う
な
横
光
の
意
図
と

ほ
ぽ
同
質
の
も
の
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
私
は
上
海
の
い
ろ
く
の
面
白
さ
を
上
海
と
も
ど
こ
と
喜
ず
に
、
ぽ
つ
か
り
東
洋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
の
塵
挨
溜
に
し
て
了
っ
て
一
っ
さ
う
云
ふ
不
思
議
た
都
会
を
書
い
て
み
た
い
の
で
す
。

　
ま
た
、
吉
行
は
「
何
故
に
自
分
は
反
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
る
の
か
、
自
己

の
抱
く
思
考
に
よ
っ
て
勇
敢
に
闘
っ
て
行
く
っ
も
り
だ
。
文
学
も
ま
た
現
今
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

あ
つ
て
は
か
二
る
杜
会
性
に
反
映
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
は
た
ら
た
い
」
と
も

語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
た
姿
勢
も
、
杜
会
性
、
反
マ
ル
ク
ス
主
義
、
と
い
う

点
で
横
光
と
酷
似
し
て
い
る
と
い
わ
ね
ぱ
た
ら
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
共
通
し
た
観
点
を
も
つ
二
人
の
作
品
に
は
ま
た
、
多
く
の
類
似

し
た
素
材
が
み
ら
れ
る
。
神
秘
的
な
中
国
人
女
性
、
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
目

本
人
男
性
、
或
い
は
娼
掃
、
亡
命
ロ
シ
ア
人
、
ト
ル
コ
風
呂
、
ダ
ソ
ス
ホ
ー
ル

な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
じ
よ
う
た
観
点
か
ら
同
じ
よ
う
な
素
材
を
描
き
な
が
ら
、
横

光
の
把
え
た
上
海
と
吉
行
の
そ
れ
と
の
問
に
ー
は
、
大
き
た
違
い
が
み
ら
れ
る
。

　
描
写
法
を
み
て
も
、
横
光
は
前
章
で
み
た
よ
う
に
上
海
の
現
象
を
各
々
独
自

の
大
き
た
う
ね
り
と
み
て
、
そ
の
重
た
り
の
中
に
上
海
の
全
体
像
を
把
え
よ
う

と
し
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
吉
行
は
個
人
の
生
活
に
こ
だ
わ
り
、
あ
く
ま
で

即
物
的
描
写
に
徹
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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横
光
利
一
「
上
海
」

　
こ
の
描
写
の
違
い
が
二
人
の
作
品
の
違
い
に
つ
た
が
り
、
ま
た
「
上
海
」
の

限
界
と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
人
の
作
り
あ
げ
た
女
主

人
公
、
芳
秋
蘭
と
シ
イ
・
フ
ァ
ソ
・
ユ
ウ
の
人
物
像
、
そ
し
て
横
光
の
描
く
金

塊
市
場
と
吉
行
の
描
く
株
式
市
場
、
こ
の
二
つ
の
点
に
つ
い
て
、
二
人
の
作
品

の
具
体
的
な
比
較
検
討
を
試
み
た
い
。

三
、
芳
秋
蘭
と
シ
イ
・

フ
ア

ソ
・

ユ
ウ
と
の
比
較

　
「
上
海
」
の
女
主
人
公
、
芳
秋
蘭
と
吉
行
の
「
五
部
作
」
を
通
じ
て
の
女
主

人
公
、
シ
イ
・
フ
ァ
ソ
・
ユ
ウ
（
石
芳
芸
）
と
は
、
共
に
革
命
勢
力
に
身
を
置

い
た
り
、
夜
の
巷
間
に
出
没
し
た
り
と
、
そ
の
行
動
に
、
は
共
通
点
が
多
い
。
だ

が
、
作
品
か
ら
受
け
る
二
人
の
印
象
は
全
く
異
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
上
海
」
の
中
で
芳
秋
蘭
は
、
革
命
家
で
あ
り
、
女
工
に
変
装
し
て
日
本
資

本
の
工
場
に
も
ぐ
り
こ
み
、
時
に
は
美
し
く
着
飾
っ
て
ダ
ソ
ス
ホ
ー
ル
ヘ
現
わ

れ
る
。
だ
が
、
前
章
に
あ
げ
た
指
摘
の
よ
う
に
、
そ
の
姿
は
群
衆
と
接
点
を
持

ち
得
ず
、
彼
女
の
行
動
は
革
命
家
と
し
て
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
ー
が
薄
い
こ
と
は
否

め
な
い
。

　
第
三
章
「
掃
溜
の
疑
間
」
で
彼
女
は
参
木
と
論
争
す
る
。
と
こ
ろ
が
奇
妙
な

こ
と
に
、
こ
の
小
説
に
は
彼
女
以
外
の
共
産
主
義
者
は
登
場
し
な
い
。
そ
の
た

め
組
織
の
中
で
の
彼
女
の
位
置
は
明
確
で
な
く
、
革
命
理
念
も
参
木
と
の
会
話

の
中
だ
げ
の
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
女
の
女
工
と
し
て
の
姿
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
太

そ
の
生
活
も
描
か
れ
ず
、
そ
の
た
め
革
命
家
と
し
て
の
芳
秋
蘭
と
女
工
と
し
て

の
彼
女
と
の
関
連
も
、
作
品
中
に
あ
ら
わ
れ
た
い
。

　
従
っ
て
、
彼
女
の
理
論
と
行
動
は
上
海
の
状
況
の
中
で
結
び
つ
か
ず
、
背
景

に
あ
る
は
ず
の
革
命
の
具
体
性
も
「
上
海
」
か
ら
は
読
み
と
れ
な
い
。
そ
し
て

彼
女
の
革
命
家
と
し
て
の
存
在
の
弱
さ
が
、
神
秘
的
な
美
女
と
い
う
も
う
一
つ

の
芳
秋
蘭
像
に
よ
り
か
か
っ
て
し
ま
い
、
参
木
と
芳
秋
蘭
の
関
係
を
ひ
ど
く
通

俗
的
た
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
こ
れ
に
対
し
て
、
シ
イ
・
フ
ァ
ソ
・
ユ
ウ
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
　
「
五
部
作
」

を
通
じ
て
、
シ
イ
・
フ
ァ
ソ
・
ユ
ウ
は
非
常
に
。
複
雑
で
多
面
的
な
人
物
と
し
て

登
場
す
る
。

　
「
張
作
森
が
死
ぬ
迄
」
で
「
六
朝
の
遺
伝
を
も
っ
た
女
」
と
し
て
登
場
す
る

彼
女
は
、
そ
の
才
覚
と
女
性
的
魅
力
で
目
本
人
、
目
名
か
ら
株
の
権
利
を
手
に

入
れ
る
。
と
こ
ろ
が
「
大
総
統
戴
冠
式
」
「
地
図
に
出
て
来
る
男
女
」
で
は
中

国
共
産
党
員
と
し
て
革
命
の
渦
中
で
活
躍
す
る
。
さ
ら
に
。
中
国
共
産
党
の
敗
退

後
、
「
刺
嚇
寺
附
近
」
で
は
二
人
の
男
の
間
で
コ
ケ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
ふ
る
ま
い
、

「
句
皇
官
８
轟
麗
の
愛
」
で
は
労
働
者
の
武
器
調
達
に
手
を
借
す
一
方
で
、
同

性
愛
に
ふ
け
る
。

　
こ
の
シ
イ
・
フ
ァ
ソ
・
ユ
ウ
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
貌
の
背
景
に
は
、
旧
清
朝

出
身
者
と
し
て
の
国
民
政
府
へ
の
欝
屈
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
共
産
党

へ
の
参
加
の
理
由
も
、
旧
清
王
朝
の
人
問
と
し
て
の
北
方
軍
閥
へ
の
憎
悪
に
よ



る
も
の
で
あ
り
、
「
彼
女
の
支
那
女
特
有
の
秘
密
好
き
た
冷
理
な
性
質
が
秘
密

結
杜
と
革
命
の
企
業
を
愛
し
、
東
洋
女
ら
し
い
敬
慶
さ
が
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
の

堅
固
た
道
徳
に
陶
酔
し
た
」
（
「
地
図
に
出
て
来
る
男
女
」
）
と
い
う
よ
う
に
、

純
粋
に
共
産
主
義
へ
の
共
感
か
ら
で
は
な
い
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
れ
が
、
株
式
操
作
を
図
る
軍
閥
傭
偶
の
妨
害
や
中
国
共
産
党
へ
の
入
党
、

或
い
は
労
働
者
へ
の
協
力
と
い
っ
た
彼
女
の
行
動
の
背
景
に
あ
る
た
め
、
彼
女

の
変
貌
に
は
一
定
の
つ
な
が
り
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
と
に
後
半
二
作
に
。
色
濃
く

あ
ら
わ
れ
る
シ
ィ
・
フ
ァ
ソ
・
ユ
ウ
の
虚
無
的
で
し
か
も
享
楽
的
な
生
き
方
と

彼
女
の
政
治
的
行
為
と
が
、
作
品
中
で
矛
盾
し
て
い
た
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
彼
女
の
複
雑
た
性
格
が
、
上
海
の
混
乱
し
た
政
治
や
経
済
と
そ

の
裏
面
に
あ
る
退
廃
的
風
俗
の
両
方
を
具
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
、
あ
く
ま
で
個
人
を
描
く
こ
と
で
上
海
の
現
状
を
描
写
し
よ
う

と
す
る
吉
行
の
態
度
は
、
横
光
が
一
つ
の
う
ね
り
と
し
て
全
体
を
把
握
し
よ
う

と
し
た
よ
う
た
状
況
を
も
、
逆
に
即
物
的
に
把
え
て
い
る
点
に
も
み
ら
れ
る
。

　
　
ホ
ー
ト
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
と
で
　
　
　
ホ
ソ
カ
ソ
　
チ
ソ
カ
ソ

八
大
胡
同
の
雑
沓
す
る
路
次
か
ら
出
条
子
す
る
潭
官
、
清
官
に
取
巻
か
れ
た
遊
客
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
ー
ト
ソ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ヨ
ー
ト

大
街
路
に
。
は
き
だ
さ
れ
た
。
十
八
家
石
頭
胡
同
、
小
李
紗
帽
胡
同
の
外
城
内
を
、
愉

鍬
ぴ
客
や
め
貯
節
叡
、
雛
勢
弔
彩
が
右
往
左
往
し
た
。
か
く
し
お
と
こ
を
さ
し
ま
ね

　
ジ
　
　
マ
　
ェ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
シ
　
ョ
ウ

く
自
由
花
、
遊
客
を
無
理
強
い
に
、
つ
れ
こ
む
半
開
門
…
…
（
「
刺
嚇
寺
附
近
」
）

ヤ
ソ
ジ
ュ
ツ
ポ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
永
ト
ウ

楊
樹
浦
路
、
閲
北
、
黄
河
に
か
た
む
く
、
浦
東
を
主
に
し
て
一
千
七
百
八
十
一
の
工

場
が
上
海
に
あ
る
。
そ
し
て
労
働
者
の
総
数
は
三
十
二
万
六
百
五
十
名
だ
と
い
わ
れ

る
。
そ
の
う
ち
女
工
が
十
二
万
名
と
三
分
の
一
の
幼
少
労
働
老
が
平
均
十
一
時
間
労

　
　
　
横
光
利
一
「
上
海
」

　
　
働
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
（
「
昌
豆
ｇ
馬
麗
の
愛
」
）

　
名
詞
の
中
国
語
読
み
や
陰
語
の
多
用
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
歓
楽
街
、
数
字
の

列
挙
に
よ
る
工
場
労
働
者
の
現
状
、
こ
の
よ
う
な
視
点
は
上
海
在
留
の
日
本
人

よ
り
も
む
し
ろ
上
海
住
民
の
視
点
に
近
く
、
横
光
の
「
上
海
」
に
は
決
し
て
把

え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
吉
行
の
こ
の
よ
う
た
即
物
的
描
写

は
、
横
光
が
把
え
ら
れ
な
か
っ
た
状
況
の
杜
会
的
背
景
さ
え
、
見
通
す
こ
と
を

可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
点
に
つ
い
て
、
横
光
の
描
く
金
塊
市
場
と

吉
行
の
株
式
操
作
へ
の
目
を
例
に
あ
げ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

四
、
金
塊
市
場
と
株
式
市
場
の
比
較

　
　
…
・
－
市
場
は
を
り
し
も
立
ち
合
ひ
の
最
中
で
、
が
う
が
う
と
渦
巻
く
人
波
が
、
ホ
ー

　
　
ル
の
中
で
も
み
あ
つ
て
ゐ
た
。
立
ち
連
つ
た
電
話
の
壁
の
た
め
に
う
す
暗
く
た
つ
た

　
　
場
内
の
人
波
は
、
油
汗
に
に
じ
み
な
が
ら
、
売
り
と
買
ひ
と
の
二
つ
の
中
心
へ
、
胸

　
　
を
押
し
つ
げ
あ
つ
て
流
れ
て
ゐ
た
。
：

　
「
上
海
」
で
は
資
本
主
義
の
心
臓
部
と
も
い
え
る
金
塊
市
場
も
、
や
は
り
一

っ
の
う
ね
り
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
甲
谷
は
、
芳
秋
蘭

が
中
国
民
衆
と
接
点
を
も
た
な
か
っ
た
よ
う
に
、
金
塊
市
場
と
関
わ
ら
た
い
。

金
塊
市
場
と
甲
谷
の
仕
事
、
或
い
は
彼
の
生
活
、
そ
し
て
市
場
と
そ
の
外
側
の

杜
会
情
勢
と
の
関
係
は
、
「
上
海
」
で
は
全
く
描
か
れ
た
い
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
吉
行
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
神
谷
氏
は
「
五
部
作
」

を
「
資
本
主
義
の
か
ら
く
り
を
、
具
体
的
に
株
の
売
買
と
い
う
か
た
ち
で
あ
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
上
海
」

　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

く
こ
と
で
、
革
命
や
戦
争
の
お
こ
る
背
景
に
焦
点
を
お
い
て
い
る
」
と
評
価
し

て
い
る
。
「
張
作
森
の
死
ぬ
迄
」
の
中
で
も
、
吉
行
は
株
価
の
急
落
を
軍
閥
の

偲
国
胴
が
計
画
し
た
も
の
と
し
て
、
政
治
と
利
権
の
か
ら
み
あ
い
の
中
で
描
い
て

い
る
。

　
　
部
屋
に
か
え
る
と
受
話
器
を
耳
に
あ
て
る
。
義
足
が
あ
わ
た
だ
し
く
か
ち
合
う
音
、

　
　
呼
び
値
表
の
白
い
紙
が
目
名
の
眼
前
を
通
過
す
る
。
六
二
一
九
。
八
。
四
。
五
。
三
。

　
　
一
。
六
二
〇
九
。
三
。
五
。
○
。
（
中
略
）
「
大
変
’
・
四
十
円
台
を
割
り
ま
し
た
。
」

　
　
秘
書
が
平
静
を
失
つ
て
義
足
を
踏
み
鳴
ら
す
。
「
三
九
〇
〇
の
新
呼
び
値
、
昨
日
の

　
　
支
那
人
が
三
五
〇
〇
で
取
組
た
が
つ
て
い
ま
す
。
あ
つ
！
　
三
五
五
〇
。
四
五
。
四

　
　
〇
。

　
先
に
み
た
工
場
労
働
者
の
現
状
と
同
じ
く
、
数
字
の
列
挙
と
義
足
の
音
の
繰

り
返
し
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
株
価
の
急
落
は
、
横
光
の
金
塊
市
場
の
描
写
と
全

く
異
っ
て
い
る
。

　
し
か
も
吉
行
は
、
株
価
急
落
の
背
景
に
次
の
よ
う
た
事
情
を
み
て
い
る
。

　
　
南
方
の
革
命
軍
は
原
則
と
し
て
反
帝
国
主
義
で
あ
る
が
民
衆
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
指

　
　
導
の
下
に
自
己
を
意
識
し
な
い
問
、
彼
等
を
利
用
し
搾
取
す
る
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
南
方
総
司
令
部
の
莱
を
か
い
ら
い
と
し
て
古
い
北
方
軍
閥
を
排
し
外
国
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

　
　
ジ
ー
の
利
権
の
た
め
に
革
命
に
名
を
仮
り
て
資
本
主
義
が
独
立
的
統
一
的
ブ
ル
ジ
ョ

　
　
ワ
支
那
を
建
設
せ
ん
と
す
る
深
い
陰
謀
を
目
論
ん
で
い
た
。

　
「
革
命
軍
」
「
北
方
軍
閥
」
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
」
の
三
つ
巴
の
争
い
が
中
国

内
部
の
混
乱
の
原
因
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
、
シ
イ
・
フ
ァ
ソ
・
ユ
ウ
の
よ
う

な
人
物
を
生
み
だ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
吉
行
は
そ
の
点
を
は
っ
き
り
と
把

四
八

え
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
「
上
海
」
の
中
で
は
、
中
国
の
混
乱
は
目
英
米
を
中
心
と
す
る
外

国
勢
力
の
侵
入
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
視
点
は
描
か
れ
る
が
、
芳
秋
蘭
と
銭
石

山
と
い
う
、
　
「
革
命
軍
」
と
「
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
」
を
代
表
す
る
二
人
の
対
立

は
表
立
っ
て
描
か
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
「
上
海
」
で
は
二
人
は
何
ら
か
の
結
び

つ
き
が
あ
る
よ
う
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
中
国
の
独
立
に
関
し
て
は

芳
秋
蘭
と
銭
石
山
は
同
一
の
立
場
に
あ
る
か
の
よ
う
た
あ
い
ま
い
た
認
識
に
つ

な
が
る
。

　
参
木
は
芳
秋
蘭
と
の
論
争
の
後
、
「
僕
は
あ
な
た
か
ら
、
東
洋
主
義
者
に
し

て
い
た
だ
い
た
こ
と
だ
け
で
結
構
で
す
。
」
と
い
う
。
こ
の
言
葉
は
芳
秋
蘭
と

参
木
だ
げ
で
な
く
、
銭
石
山
や
、
上
海
へ
侵
入
す
る
欧
米
資
本
に
反
発
す
る
甲

谷
や
国
粋
主
義
者
、
高
重
ま
で
が
、
西
洋
に
対
す
る
「
東
洋
」
と
い
う
点
で
同

じ
立
場
に
立
つ
と
い
う
混
乱
を
生
じ
さ
せ
る
。

「
上
海
の
い
ろ
く
の
雷
さ
一
を
書
き
た
い
と
い
う
横
光
の
意
図
は
、
以

上
み
て
き
た
よ
う
に
状
況
の
描
写
各
々
が
孤
立
し
、
主
人
公
を
中
心
に
統
一
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
ぱ
か
り
か
、
主
人
公
た
ち
の
関
係
に
も
、
混
乱
を
き
た
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
横
光
の
「
上
海
」
と
吉
行
の
「
五
部
作
」
と
の
結
果
的
な
隔
り
の
理
由

は
何
だ
ろ
う
か
。
一
っ
に
は
、
二
人
の
上
海
滞
在
期
間
の
差
が
指
摘
で
き
る
。

横
光
が
わ
ず
か
に
一
ヵ
月
し
か
滞
在
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
吉
行
は
何
度



と
な
く
、
時
に
は
夫
人
も
伴
っ
て
上
海
に
渡
っ
て
い
る
。
彼
は
つ
い
に
は
前
出

『
新
し
き
上
海
の
プ
ラ
ィ
ヴ
ェ
ー
ト
』
序
で
、

　
　
僕
の
現
在
の
住
所
は
、
兵
火
の
中
心
と
な
つ
て
ゐ
る
上
海
市
、
施
高
塔
路
と
た
つ
て

　
　
ゐ
る
。
つ
ま
り
生
粋
の
上
海
つ
子
た
わ
け
だ
。

　
と
い
う
よ
う
に
、
住
所
ま
で
上
海
に
移
す
こ
と
に
な
る
。
滞
在
期
問
の
長
さ

が
、
吉
行
の
個
人
生
活
へ
の
こ
だ
わ
り
、
即
物
的
描
写
が
横
光
に
は
み
ら
れ
な

い
理
由
だ
と
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　
だ
が
そ
れ
だ
け
が
理
由
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
こ
に
は
、
横

光
の
上
海
行
の
目
的
と
大
き
く
関
わ
る
要
因
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
彼
の
上
海
行
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
対
立
で
き

る
新
文
学
を
作
り
だ
す
と
い
う
、
切
迫
し
た
目
的
が
あ
っ
た
。
左
傾
の
波
か
ら

逃
れ
る
た
め
に
上
海
へ
渡
っ
た
横
光
に
と
っ
て
、
い
き
お
い
、
民
衆
個
々
の
生

活
よ
り
も
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
と
の
思
想
的
対
決
の
方
が
重
要
で
あ
っ
た
。
参
木

と
芳
秋
蘭
の
論
争
は
「
上
海
」
執
筆
当
初
か
ら
大
き
な
山
場
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

だ
が
同
時
に
、
左
傾
を
拒
む
横
光
に
と
っ
て
、
参
木
が
マ
ル
キ
ス
ト
に
な
る
こ

と
も
ま
た
あ
り
得
な
か
っ
た
。
芳
秋
蘭
が
作
品
に
登
場
し
続
げ
る
た
め
に
は
、

東
洋
主
義
者
と
い
う
表
現
で
二
人
の
関
係
を
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
お
り
あ
い
を

つ
け
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
横
光
は
上
海
を
舞
台
と
し
て
、
　
「
東
洋
の
塵
挨
溜
」
「
不
思
議
な
都

会
」
を
書
き
た
い
と
い
っ
た
。
す
た
わ
ち
彼
を
と
り
ま
く
杜
会
そ
の
も
の
を
描

　
　
　
　
　
横
光
利
一
「
上
海
」

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
描
く
の
に
、
状
況
を
全

体
的
に
把
え
、
描
写
す
る
方
法
を
選
ん
だ
。
そ
の
こ
と
が
逆
に
描
写
の
背
景
を

作
品
中
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
先
に
み
て
き
た
主
人
公
の
形
象
の
弱
点
と

結
び
つ
く
こ
と
に
た
っ
た
。

　
そ
の
こ
と
が
、
「
上
海
」
の
限
界
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
上
海
に
生
き
る
人
々
の
生
活
に
こ
だ
わ
り
、
自
ら
も
入
り
込
も
う
と

し
た
、
い
わ
ぼ
微
視
点
立
場
に
あ
る
吉
行
ニ
イ
ス
ケ
の
「
反
マ
ル
ク
ス
主
義
」

と
枇
光
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
っ
て
い
た
。
彼
の
「
反
マ
ル
ク
ス
主
義
」
は
あ

く
ま
で
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
対
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
白
ら
の
文
学
の

対
極
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
置
く
と
い
う
、
狭
い
二
元
論
か
ら
白
由
に
な
れ

な
か
っ
た
こ
と
が
、
吉
行
の
態
度
と
の
相
異
を
生
み
、
「
上
海
」
の
限
界
も
そ

の
点
に
起
因
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
横
光
利
一
と
吉
行
エ
イ
ス
ケ
の
上
海
観
に
は
多
く

の
類
似
点
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
　
「
上
海
」
と
「
五
部
作
」
と
の
間
に

は
大
き
た
隔
り
が
み
ら
れ
る
。

　
「
上
海
の
い
ろ
く
の
面
白
さ
」
を
暴
動
も
娼
掃
も
、
金
塊
市
場
も
同
質
の

も
の
と
し
て
、
上
海
の
状
況
そ
の
も
の
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
横
光
の
意
図
は
、

結
果
と
し
て
上
海
の
状
況
描
写
を
平
面
的
で
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
た
も
の
に
と
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
　
　
横
光
利
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め
ざ
る
を
得
た
か
っ
た
。
そ
し
て
逆
に
、
彼
の
上
海
の
状
況
に
対
す
る
認
識
の

あ
い
ま
い
さ
と
、
彼
自
身
の
思
想
的
混
乱
を
さ
ら
げ
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
吉
行
が
あ
く
ま
で
即
物
的
描
写
に
徹
し
、
個
人
を
通
し
て
混

乱
す
る
状
況
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
状
況
の
背
景
に
あ
る
杜
会
的
、
政
治
的
情
勢
ま
で
も
、
作
品
の
中
に
持
ち

込
み
得
た
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
注

　
◎
　
　
「
静
安
寺
の
碑
文
－
上
晦
の
思
ひ
出
」
と
題
し
て
「
改
造
」
（
昭
１
２
・
１
２
）
に
発

　
　
表
。
『
考
へ
る
葦
』
（
昭
１
４
・
４
、
創
元
杜
）
収
録
時
に
改
題
。

　
　
　
中
島
健
蔵
「
人
問
横
光
利
一
」
（
『
文
芸
臨
時
増
刊
号
」
所
収
、
昭
３
０
・
５
）
。

　
＠
　
　
「
横
光
さ
ん
の
思
い
出
」
（
『
横
光
利
一
研
究
』
所
収
、
昭
４
４
・
１
０
、
三
重
県
立
上

　
　
野
高
等
学
校
文
芸
部
）
。

　
＠
　
昭
３
・
６
・
１
５
消
印
（
推
定
）
改
造
杜
の
山
本
実
彦
氏
へ
冠
省
。
（
『
横
光
利
一
全

　
　
集
第
十
二
巻
』
所
収
、
昭
３
１
・
６
、
河
出
書
房
）
。

　
　
　
「
新
潮
」
（
昭
３
・
１
２
）
。

　
＠
　
「
『
上
海
』
に
－
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
構
成
」
（
『
横
光
利
一
』
所
収
、
昭
３
１
・
１
０
、

　
　
東
京
ラ
イ
フ
杜
）
。

　
¢
　
　
『
理
代
目
本
小
説
大
系
第
四
十
三
巻
』
解
説
（
昭
２
５
・
８
）
。

　
＠
　
　
「
上
海
」
（
「
文
芸
臨
時
増
刊
号
」
所
収
）
。

　
＠
　
昭
５
２
・
ｕ
、
冬
樹
杜
。

　
＠
注
＠
参
照
。

　
＠
　
「
上
海
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
抜
き
書
き
」
（
「
近
代
生
活
」
昭
５
・
９
）
、
『
新
し
き
上

　
　
海
の
プ
ラ
イ
ヴ
ユ
ー
ト
』
収
録
時
に
「
上
海
薔
薇
香
の
人
」
と
改
題
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

＠
　
シ
イ
・
フ
ァ
ソ
・
ユ
ウ
（
石
芳
芸
）
の
名
は
「
張
作
森
の
一
死
ぬ
迄
」
で
一
度
、
漢

　
字
に
ル
ピ
を
つ
け
て
書
か
れ
る
以
外
、
全
て
片
仮
名
表
記
さ
れ
る
。
他
の
中
国
人
名

　
に
っ
い
て
も
片
仮
名
、
も
し
く
は
中
国
読
み
の
ル
ピ
が
付
げ
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の

　
日
本
人
に
あ
っ
て
吉
行
が
中
国
人
の
人
名
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
ピ
は
注
目
さ
れ
る
。
こ

　
こ
に
も
、
上
海
住
民
の
中
に
自
ら
も
入
り
込
も
う
と
し
た
彼
の
姿
勢
が
う
か
が
え
よ

　
う
。

＠
　
注
　
参
照
。

　
〔
付
記
〕

　
本
文
の
引
用
は
特
記
し
た
も
の
を
除
き
、
横
光
利
一
の
作
品
は
『
定
本
横
光

利
一
全
集
』
（
河
出
書
房
新
杜
）
、
吉
行
エ
イ
ス
ケ
の
作
品
は
『
吉
行
エ
イ
ス
ケ

作
品
集
１
」
に
依
っ
た
。
ま
た
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
仮
名
づ
か
い
は

そ
の
ま
ま
と
し
た
。
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