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筒
井
康
隆
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
論 ―

―
死
と
希
望
―
― 

 

西
貝 

怜 

  

は
じ
め
に 

  

本
稿
は
、
筒
井
康
隆
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
で
描
か
れ
る
火
田
七
瀬
の
死
の
意

味
に
つ
い
て
、「
精
神
感
応
能
力
者
」
の
在
り
方
の
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
考
え

た
も
の
で
あ
る
。 

 

『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
六
巻
第
九
号
（
二
〇
一
一
年
九
月
号
）（
1
）

の
特
集
名
は
「
筒
井
康
隆
―
―
現
代
文
学
の
巨
人
」
で
あ
っ
た
。
多
様
な
論
考

が
収
め
ら
れ
た
こ
の
雑
誌
の
中
で
も
平
石
滋
（

2
）

は
、「
筒
井
康
隆
研
究
は
本

号
を
も
っ
て
だ
い
ぶ
進
む
」
と
述
べ
つ
つ
、「
ま
だ
充
分
で
は
な
い
」「
こ
れ
か

ら
の
研
究
が
新
た
な
分
野
を
拓
く
」
と
も
書
い
て
い
る
（

3
）
。 

 

こ
の
『
国
文
学
―
―
解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
六
巻
第
九
号
に
も
論
考
（

4
）

を

載
せ
た
藤
田
直
哉
は
、
後
の
二
〇
一
三
年
に
「
本
書
は
筒
井
康
隆
の
著
し
た
テ

ク
ス
ト
か
ら
「
虚
構
内
存
在
の
思
想
」
を
取
り
出
し
、
世
に
問
う
」
と
目
的
を

記
し
た
『
虚
構
内
存
在
―
―
筒
井
康
隆
と
〈
新
し
い
《
生
》
の
次
元
〉』（
5
）

を
刊
行
し
た
。
そ
し
て
こ
の
藤
田
の
研
究
を
踏
ま
え
杉
田
俊
介
は
、「
超
虚
構
理

論
」
と
い
う
視
点
を
折
り
込
み
な
が
ら
筒
井
に
お
け
る
文
学
と
差
別
の
問
題
を

論
じ
た
（

6
）
。
こ
の
よ
う
に
筒
井
研
究
は
、『
国
文
学
―
―
解
釈
と
鑑
賞
』
第

七
六
巻
第
九
号
を
踏
ま
え
て
進
ん
だ
領
域
は
あ
る
が
、
特
に
個
別
の
作
品
を
詳

細
に
検
討
し
た
研
究
は
、い
ま
だ
に
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
状
況
で
あ
る
（

7
）
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
七
瀬
シ
リ
ー
ズ
を
取
り
上
げ
る
。 

 

七
瀬
シ
リ
ー
ズ
は
『
家
族
八
景
』『
七
瀬
ふ
た
た
び
』『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』

の
三
部
作
か
ら
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
雑
誌
連
載
を
経
て
、
第
一
作
の
『
家
族
八
景
』

は
一
九
七
二
年
（

8
）
、
第
二
作
の
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
は
一
九
七
五
年
（

9
）
、

第
三
作
の
『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』
は
一
九
七
七
年
（

10
）

に
単
行
本
化
さ
れ

て
い
る
。
ど
の
作
品
も
、
七
瀬
と
い
う
「
精
神
感
応
能
力
者
」
が
物
語
の
中
心

人
物
で
あ
る
（

11
）
。 

 

一
九
八
四
年
に
内
藤
誠
は
、
そ
れ
ま
で
の
七
瀬
シ
リ
ー
ズ
の
考
察
で
重
要
な

も
の
に
つ
い
て
「
す
で
に
「
七
瀬
三
部
作
」
に
つ
い
て
も
平
岡
正
明
は
、
筒
井

康
隆
が
「
家
族
・
国
家
・
神
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
立
て
た
の
だ
と
論
じ
き
り
、

柘
植
光
彦
は
、
い
や
そ
う
で
は
な
く
て
自
分
の
中
に
つ
く
り
出
さ
れ
た
ア
ニ
マ

が
恐
る
べ
き
姿
へ
成
長
し
て
い
く
こ
と
へ
の
、
作
家
自
身
の
畏
怖
の
物
語
で
あ

る
と
記
し
た
」
と
ま
と
め
て
い
る
（

12
）
。
そ
の
後
、
二
〇
一
七
年
に
佐
々
木
敦

は
、
筒
井
の
作
品
史
を
詳
細
に
整
理
し
た
『
筒
井
康
隆
入
門
』
を
著
し
た
。
こ

の
中
の
「
第
二
章 

黒
い
笑
い
の
時
代 

『
家
族
八
景
』（1972

年
）
か
ら
『
大



42 
 
 

い
な
る
助
走
』（1979

年
）
へ
」（
13
）

で
佐
々
木
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。 

 

 

「
七
瀬
三
部
作
」
は
筒
井
康
隆
と
い
う
作
家
を
語
る
う
え
で
絶
対
に
欠

か
せ
な
い
重
要
作
品
の
ひ
と
つ
で
す
。
七
瀬
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
成
長
譚

と
し
て
の
魅
力
も
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
何
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
、

こ
の
三
作
が
す
べ
て
異
な
る
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
た
こ
と
で
す
。
連
続
す

る
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
な
が
ら
、こ
こ
ま
で
極
端
に
小
説
と
し
て
の
在
り
方

自
体
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
例
は
他
の
作
家
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

 

こ
こ
で
い
う
ス
タ
イ
ル
と
は
、
小
説
ジ
ャ
ン
ル
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。『
家

族
八
景
』
は
「SF

的
ア
イ
デ
ア
を
使
っ
てSF

と
は
別
の
小
説
を
書
」
い
た
も

の
、『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
は
「
サ
イ
キ
ッ
ク
ア
ク
シ
ョ
ンSF

」、『
エ
デ
ィ
プ
ス

の
恋
人
』
は
「
ユ
ー
ウ
ェ
ー
ブ
小
説
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
小

説
ジ
ャ
ン
ル
が
変
化
し
て
い
く
七
瀬
シ
リ
ー
ズ
は
、
作
品
ご
と
に
詳
細
な
検
討

が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
改
め
て
現
代
に
お
い
て
筒
井
作
品
を
考
え
る
の
に

「
重
要
」
と
い
わ
れ
る
七
瀬
シ
リ
ー
ズ
の
作
品
ご
と
の
検
討
も
ま
た
、
一
九
八

四
年
以
降
、
あ
ま
り
進
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
。 

 

ま
た
、
佐
々
木
は
七
瀬
シ
リ
ー
ズ
を
「
七
瀬
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
成
長
潭
」

と
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
『
家
族
八
景
』
は
、
七
瀬
が
い
く
つ
か
の
家
庭
を

家
政
婦
と
し
て
渡
り
歩
き
様
々
な
経
験
を
し
て
、
そ
れ
を
辞
め
る
決
意
を
す
る

ま
で
の
話
。『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』
は
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
で
殺
さ
れ
た
七
瀬

が
神
に
よ
り
蘇
生
さ
れ
、
自
身
が
こ
の
世
で
生
き
て
い
く
覚
悟
を
決
め
る
物
語

で
は
あ
る
。
詳
細
な
検
討
は
必
要
だ
が
こ
の
二
つ
の
作
品
は
、
七
瀬
自
身
に
価

値
の
あ
る
決
意
を
す
る
ま
で
の
「
成
長
譚
」
と
し
て
読
め
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

 

七
瀬
は
、「
超
能
力
者
」
と
し
て
様
々
な
困
難
に
立
ち
向
か
っ
た
後
に
、

終

的
に
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。
ラ
ス
ト
に
死
が
描
か
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
ま
で
の

過
程
が
「
成
長
譚
」
で
あ
る
こ
と
は
物
語
の
類
型
と
し
て
十
分
あ
り
得
る
。
し

か
し
七
瀬
は
、「
良
心
」「
本
能
と
使
命
感
」
な
ど
と
い
い
つ
つ
「
普
通
人
」
や

「
超
能
力
者
」を
見
殺
し
に
し
た
り
積
極
的
に
殺
し
た
り
し
て
い
く
し
、「
正
義
」

に
目
覚
め
る
も
「
復
讐
」
を
誓
う
（
詳
細
は
後
述
）。
こ
の
点
で
『
七
瀬
ふ
た
た

び
』
は
、
そ
こ
に
七
瀬
の
意
識
や
思
想
の
変
化
が
あ
ろ
う
が
、
ま
た
た
と
え
シ

リ
ー
ズ
中
に
七
瀬
が
身
体
的
な
成
長
を
遂
げ
て
い
っ
て
い
よ
う
が
、お
よ
そ「
成

長
譚
」
と
は
い
え
そ
う
に
な
い
。 

 

た
だ
、
こ
の
七
瀬
の
変
化
に
注
目
し
な
け
れ
ば
、
そ
の
結
果
で
あ
る
今
際
の

際
で
「
超
能
力
者
」
が
「
迫
害
」
さ
れ
な
い
こ
と
を
七
瀬
が
「
祈
る
」
場
面
が

理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。そ
し
て
、そ
の
七
瀬
の
死
の
意
味
を
考
え
な
く
て
は
、

次
作
の
『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』
で
な
ぜ
七
瀬
が
神
の
よ
う
な
存
在
に
よ
っ
て

蘇
生
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
後
に
い
か
に
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
、



43 
 
 

と
い
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
七
瀬
の
死
の
意
味
を

七
瀬
の
変
化
か
ら
考
え
る
こ
と
は
、『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
と
い
う
作
品
単
体
の
理

解
を
深
め
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
七
瀬
シ
リ
ー
ズ
全
体
を
考
え
る
こ
と
に
も

寄
与
で
き
る
こ
と
か
ら
、
今
後
の
筒
井
研
究
を
進
め
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
本
稿
の
目
的
は
、
七
瀬
の
変
化
に
注
目
し
て
、
七
瀬
の
死
に
ど
う
い

っ
た
意
味
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
設
定
し
た
。
そ
の
目
的
遂
行

の
た
め
に
、
本
稿
で
は
以
下
の
手
続
き
を
と
る
。 

 

ま
ず
は
、
七
瀬
の
「
精
神
感
応
能
力
」
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
を
確
認
す
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
て
、「
普
通
人
」
の
社
会
に
と
っ
て
「
精
神
感
応
能
力
者
」
で
あ

る
七
瀬
が
ど
う
い
っ
た
存
在
な
の
か
を
考
え
る
。
そ
の
上
で
七
瀬
は
、
殺
さ
れ

る
ま
で
に
如
何
に
そ
の
「
普
通
人
」
の
中
で
「
精
神
感
応
能
力
者
」
と
し
て
生

き
て
き
た
か
、
そ
の
変
遷
を
追
う
。
そ
し
て

後
に
、
七
瀬
が
今
際
の
際
で
「
超

能
力
者
」
と
「
普
通
人
」
の
親
和
的
な
関
係
を
「
意
識
」
す
る
こ
と
を
、
七
瀬

の
生
き
様
の
変
遷
と
と
も
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る

だ
ろ
う
。 

 

「
精
神
感
応
能
力
」
が
読
み
と
る
「
意
識
」 

  

七
瀬
の
「
精
神
感
応
能
力
」
は
人
の
「
意
識
を
読
み
と
る
」。
こ
の
「
意
識
を

読
み
と
る
」
と
い
う
設
定
は
、
前
作
の
『
家
族
八
景
』
を
引
き
継
い
で
い
る
。

そ
の
『
家
族
八
景
』
に
つ
い
て
筒
井
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
「
非SF

的
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
／
筒
井
康
隆
か
く
語
り
き
―
―
地
獄
ま
で
は
遠
い
し
、
壊
す
も
の
は

ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
」（
14
）

の
中
で
、
担
当
編
集
者
と
相
談
し
て
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
『
コ
メ
ッ
ト
さ
ん
』
を
モ
デ
ル
（

15
）

に
書
こ
う
と
決
め
た
と
述
べ
た
上
で
、

以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。 

 

 

あ
れ
は
宇
宙
人
の
化
け
た
お
手
伝
い
さ
ん
だ
っ
た
か
な
。
超
能
力
で
何

で
も
で
き
て
し
ま
う
。
あ
れ
で
は
万
能
だ
か
ら
面
白
く
な
い
、
も
っ
と
現

実
的
な
エ
ス
パ
ー
も
の
に
し
た
ら
、も
っ
と
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
が
出
て

く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。 

 

実
際
に
書
き
は
じ
め
た
ら
、や
っ
ぱ
り
ド
タ
バ
タ
に
な
ら
ん
で
す
わ
ね
、

精
神
感
応
）
と
い
う
も
の
は
。
ど
う
し
て
も
人
間
の
意
識
の
ど
ろ
ど
ろ
し

た
も
の
が
出
て
く
る
。 

  

『
家
族
八
景
』
の
中
の
「
無
風
地
帯
」
で
は
、
七
瀬
と
同
じ
く
「
精
神
感
応

能
力
者
」
の
疑
い
が
あ
る
尾
形
咲
子
が
登
場
す
る
が
、

後
ま
で
こ
の
登
場
人

物
が
「
精
神
感
応
能
力
者
」
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
描
写
も
あ

る
が
、『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
の
「
普
通
人
」
に
該
当
す
る
人
々
の
家
庭
に
七
瀬
が

住
み
込
み
の
家
政
婦
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
そ
こ
で
七
瀬
は
「
精
神
感
応
能
力
」

を
用
い
て
そ
の
家
族
が
抱
え
る
問
題
と
様
々
に
関
わ
る
、
と
い
う
の
が
『
家
族
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八
景
』
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
読
み
と
ら
れ
る
意
識
は
「
ど

ろ
ど
ろ
し
た
も
の
」
だ
と
、
筒
井
は
言
う
の
で
あ
る
（

16
）
。 

 

こ
の
「
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
」
と
い
う
の
が
正
の
意
識
で
は
な
く
負
の
意
識

の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
分
か
る
。
そ
し
て
、『
七
瀬
ふ
た
た
び
』

で
も
、
以
下
で
詳
細
に
見
て
い
く
が
、
い
わ
ゆ
る
こ
の
「
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
」

と
も
い
え
る
よ
う
な
負
の
意
識
を
、
七
瀬
は
多
く
の
「
普
通
人
」
か
ら
読
み
と

っ
て
い
く
。
し
か
し
、
こ
の
「
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
」
や
負
の
意
識
と
い
う
よ

う
な
言
葉
で
は
ま
だ
あ
ま
り
具
体
性
が
な
く
、
考
察
の
展
開
が
し
に
く
い
。 

 

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
七
瀬
が
読
み
と
る
「
普
通
人
」
の
「
意
識
」
を
整
理
し

て
い
く
。 

 

ま
る
で
『
家
族
八
景
』
に
お
い
て
七
瀬
が
「
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
」
を
読
み

と
る
こ
と
の
設
定
を
確
認
す
る
か
の
よ
う
に
、『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
の

初
の
章

で
あ
る
「
邂
逅
」
で
は
、
多
数
の
「
普
通
人
」
が
持
つ
負
の
意
識
の
よ
う
な
も

の
を
七
瀬
に
読
み
と
ら
れ
て
い
く
。
七
瀬
は
、
汽
車
の
中
で
自
身
の
近
く
の
席

に
座
る
狼
青
年
か
ら
「（
便
所
に
行
き
や
が
ら
ね
え
か
な
。
そ
う
し
た
ら
あ
と
を

追
い
か
け
て
い
っ
て
、
無
理
や
り
便
所
で
や
っ
ち
ま
う
ん
だ
が
）」
と
い
う
「
意

識
」
を
読
み
と
る
。
ま
た
、
同
じ
く
七
瀬
の
近
く
に
座
る
中
年
女
か
ら
は
、
そ

の
継
子
で
あ
る
ノ
リ
オ
が
泣
き
は
じ
め
た
こ
と
に
つ
い
て
の
「（
く
そ
。
家
へ
帰

っ
た
ら
、
ま
た
殴
り
つ
け
て
や
る
か
ら
）」
と
い
う
「
意
識
」
を
読
み
と
る
。 

 

以
上
の
狼
青
年
と
中
年
女
の
「
意
識
」
を
七
瀬
が
読
み
と
っ
た
上
で
、
語
り

手
は
「
心
を
読
ん
で
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
が
常
に
何
か
し
ら
策
謀
し
て

い
る
。
女
た
ち
の
策
謀
は
た
い
て
い
誰
か
に
意
地
悪
す
る
た
め
だ
が
、
男
の
策

謀
の
対
象
は
主
と
し
て
仕
事
上
の
ラ
イ
バ
ル
と
女
性
だ
っ
た
」
と
述
べ
る
。 

 

実
際
に
狼
青
年
以
外
に
も
七
瀬
は
、
隣
に
座
る
狸
紳
士
の
「（
ま
ず
、
口
を
手

で
ふ
さ
ぐ
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
耳
も
と
で
、
で
か
い
声
を
出
す
な
。
方
輪
に
な
り

た
く
な
か
っ
た
ら
、
お
と
な
し
く
し
ろ
）」
や
、
ほ
か
に
も
「
ヘ
ニ
ー
デ
姫
」
に

お
い
て
イ
タ
リ
ア
ン
・
レ
ス
ト
ラ
ン
で
実
業
家
か
ら
「（
酒
を
飲
ま
せ
る
）（
酔

わ
せ
て
）（
も
う
一
、
二
軒
ま
わ
っ
て
）（
ホ
テ
ル
の
部
屋
へ
）」
な
ど
、
男
性
の

性
的
な
「
策
謀
」
を
読
み
と
る
。
ま
た
、「
邪
悪
の
視
線
」
で
は
、
ダ
イ
ヤ
の
盗

難
事
件
が
起
き
、
そ
こ
で
は
中
年
女
と
同
様
に
女
性
の
「
意
地
悪
」
と
も
い
え

る
よ
う
な
「
策
謀
」
が
描
か
れ
る
。
自
身
の
ダ
イ
ヤ
を
盗
ん
だ
の
は
弥
栄
に
も

関
わ
ら
ず
し
げ
み
は
、
そ
の
犯
人
を
七
瀬
だ
と
決
め
つ
け
「（
な
ん
て
言
っ
て
や

ろ
う
か
）（
ダ
イ
ヤ
泥
棒
）（
遠
ま
わ
し
に
い
た
ぶ
っ
て
や
る
わ
）（
あ
て
こ
す
り

を
言
っ
て
や
る
わ
）」
と
「
策
謀
」
す
る
「
意
識
」
な
ど
が
、
そ
の
一
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、
男
性
の
女
性
を
犯
そ
う
と
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い
は
女
性

の
「
意
地
悪
」
を
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
「
策
謀
」
を
、
た
し
か
に
七
瀬
は
多

く
の
場
面
で
読
み
と
る
。
た
だ
、
ほ
か
の
「
策
謀
」
も
描
か
れ
る
。
た
と
え
ば

「
七
瀬 
時
を
の
ぼ
る
」
で
は
、
ア
ベ
ッ
ク
の
男
が
「（
女
の
貯
金
を
、
ほ
と
ん

ど
使
っ
て
し
ま
）」
い
、
そ
れ
を
知
ら
れ
る
前
に
「（
殺
す
し
か
な
い
）（
殺
す
と
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し
た
ら
）（
こ
の
女
が
安
心
し
て
い
る
う
ち
だ
）」
と
「
策
謀
」
す
る
「
意
識
」

を
、
七
瀬
は
読
み
と
る
（

17
）
。 

 

こ
う
い
っ
た
「
策
謀
」
以
外
に
も
目
を
向
け
る
と
、
中
年
女
か
ら
「（
な
ん
だ

い
、
こ
の
不
良
娘
は
。
つ
ん
つ
ん
し
や
が
っ
て
。
ち
ょ
っ
と
ば
か
り
自
分
が
美

人
だ
と
思
っ
て
）」、
し
げ
み
か
ら
「（
ふ
ん
。
半
鐘
泥
棒
）」
と
い
っ
た
嫉
妬
の

よ
う
な
「
意
識
」
を
、
七
瀬
は
向
け
ら
れ
る
。
ま
た
、「
邪
悪
の
視
線
」
で
七
瀬

は
、
同
じ
く
「
ゼ
ウ
ス
」
内
に
い
る
人
々
の
「
意
識
的
雑
音
」
の
一
つ
と
し
て

「（
こ
い
つ
、
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
ふ
り
を
）（
だ
ま
さ
れ
な
い
ぞ
）（
タ
ヌ
キ
め
）（
く

そ
）（
酔
う
も
ん
か
）「
う
わ
あ
酔
っ
た
」」
と
い
っ
た
も
の
を
読
み
と
る
。 

 

以
上
の
嫉
妬
や
「
意
識
的
雑
音
」
な
ど
と
「
策
謀
」
と
に
は
共
通
点
が
あ
る
。

そ
れ
は
、「
普
通
人
」
の
人
間
関
係
に
お
い
て
、
あ
る
相
手
と
敵
対
す
る
よ
う
な

「
意
識
」
で
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
七
瀬
が
読
み
と
る
「
普
通
人
」

の
「
意
識
」
の
多
く
は
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
人
間
関
係
に
お
け
る
〈
敵
意
〉

だ
と
い
え
よ
う
（

18
）
。
そ
し
て
、「
普
通
人
」
の
社
会
は
、
多
く
の
場
合
〈
敵

意
〉
を
隠
し
な
が
ら
営
ま
れ
て
い
る
。〈
敵
意
〉
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、「
普

通
人
」
は
そ
れ
を
表
出
さ
せ
な
い
こ
と
で
闘
争
状
態
に
な
る
こ
と
を
極
力
抑
え

な
が
ら
、
一
つ
の
社
会
の
秩
序
を
築
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
〈
敵

意
〉
を
読
み
と
る
「
精
神
感
応
能
力
者
〉
と
し
て
の
七
瀬
は
、「
普
通
人
」
の
社

会
に
と
っ
て
ど
う
い
っ
た
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

「
普
通
人
」
に
と
っ
て
の
「
精
神
感
応
能
力
」 

  

「
邂
逅
」
で
岩
渕
恒
夫
は
、
自
身
、
七
瀬
、
ノ
リ
オ
の
三
人
だ
け
が
汽
車
の

落
石
事
故
か
ら
逃
れ
る
様
子
を
「
予
知
能
力
」
で
知
る
。
そ
れ
を
聞
い
て
七
瀬

は
、
汽
車
が
落
石
事
故
に
遭
う
こ
と
を
周
知
で
き
な
い
か
と
恒
夫
に
問
う
。
そ

し
て
恒
夫
は
、「（
事
前
に
予
知
し
た
こ
と
騒
ぎ
立
て
た
り
し
た
ら
）（
笑
い
も
の
）

（
誰
も
信
じ
な
い
）（
し
か
も
、
そ
の
予
知
が
正
し
か
っ
た
こ
と
は
事
後
の
証
明

さ
れ
る
結
果
と
な
り
）（
能
力
が
皆
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
）（
迫
害
）（
見
せ
物
）

（
人
間
扱
い
し
て
も
ら
え
な
く
な
る
）」
と
考
え
る
。
そ
の
後
、「
も
ち
ろ
ん
、

そ
ん
な
こ
と
は
七
瀬
に
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
た
」
と
も
書
か
れ
る
。
ま
た
、「
邪

悪
の
視
線
」
で
登
場
す
る
「
透
視
能
力
者
」
の
西
尾
も
、「
む
ろ
ん
彼
は
、
七
瀬

と
同
じ
理
由
で
自
分
の
能
力
を
ひ
た
隠
し
に
し
て
い
た
」と
も
書
か
れ
て
い
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
恒
夫
、
七
瀬
、
西
尾
は
と
も
に
自
身
が
「
超
能
力
者
」
だ
と
「
普

通
人
」
に
知
ら
れ
る
と
「
迫
害
」
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

ま
た
、「
七
瀬 

時
を
の
ぼ
る
」
で
ヘ
ン
リ
ー
は
自
身
の
「
念
動
力
」
を
用
い
て

ア
ベ
ッ
ク
の
女
が
海
に
落
と
さ
れ
る
際
に
、
そ
れ
を
持
ち
上
げ
て
助
け
よ
う
と

す
る
。こ
の
と
き
の
様
子
を
刑
事
に
見
ら
れ
た
こ
と
を
七
瀬
に
聞
い
て「「
お
う
。

ノ
ー
。
ノ
ー
」
嘘
だ
と
言
っ
て
く
れ
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
、
ヘ
ン
リ
ー
は
悲
鳴

ま
じ
り
の
呻
き
声
を
漏
ら
し
た
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
同
じ
く
「
七

瀬 

時
を
の
ぼ
る
」
で
藤
子
は
、
七
瀬
が
「
超
能
力
者
」
か
ど
う
か
分
か
ら
な
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い
段
階
で
自
身
が
「
時
間
旅
行
者
」
と
言
い
当
て
ら
れ
「（
そ
れ
よ
り
は
と
り
あ

え
ず
時
間
遡
行
し
た
方
が
安
全
）」
と
考
え
、
自
身
の
能
力
が
知
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
に
し
よ
う
と
す
る
。「
邂
逅
」
で
は
ノ
リ
オ
で
す
ら
、
七
瀬
が
狼
青
年
や
狸

紳
士
に
犯
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
察
知
し
て
「（
ど
う
し
た
ら
）（
教
え

て
あ
げ
ら
れ
る
か
）（
こ
こ
で
言
っ
た
ら
）（
ま
た
マ
マ
に
叱
ら
れ
る
）（
皆
が
笑

う
）（
こ
の
お
兄
ち
ゃ
ん
が
怒
る
）（
こ
の
お
じ
さ
ん
も
怒
る
）」
と
考
え
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、「
超
能
力
者
」
ら
は
そ
の
能
力
を
「
普
通
人
」
に
知
ら
れ
て
は

な
ら
な
い
と
基
本
的
に
考
え
て
い
る
。
七
瀬
が
「
精
神
感
応
能
力
」
を
用
い
て

知
っ
た
弥
栄
の
腹
の
不
調
を
尋
ね
た
と
き
や
、
西
尾
が
「
透
視
能
力
」
を
用
い

て
し
げ
み
が
自
身
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
部
屋
に
く
る
こ
と
を
弥
栄
に
知
ら
せ
た
と

き
、
弥
栄
は
「
普
通
人
」
が
普
通
で
は
知
り
え
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
二
人

を
不
可
解
に
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
普
通
人
」
に
と
っ
て
「
超
能
力
」
は
異
質

な
も
の
だ
。 

 

「
ヘ
ニ
ー
デ
姫
」
で
は
、「
超
能
力
者
を
憎
悪
し
て
い
て
、
皆
殺
し
に
し
よ
う

と
た
く
ら
ん
で
い
る
組
織
」
が
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
組
織
の
「
殺
人

者
」
ら
も
「
超
能
力
者
の
殺
戮
と
い
う
大
使
命
」
に
従
い
行
動
し
て
い
る
。
そ

の
大
義
名
分
は
、「
超
能
力
者
を
人
類
全
体
に
対
立
す
る
も
の
」
と
捉
え
、「
超

能
力
者
が
多
数
発
生
し
て
集
団
と
な
る
前
に
、
皆
殺
し
」
に
す
る
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
超
能
力
者
」
は
、「
普
通
人
」
の
社
会
か
ら
「
迫
害
」

さ
れ
る
べ
き
存
在
だ
と
描
か
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
、
七
瀬
は
藤
子
か
ら
、
自
身
の
「
時
間
旅
行
能
力
」
が
人
を
不
幸
に
す

る
と
聞
か
さ
れ
る
。「
時
間
旅
行
」
は
、
自
身
ら
が
い
る
世
界
と
は
異
な
る
多
次

元
世
界
の
一
つ
に
行
く
こ
と
で
あ
り
、
元
の
世
界
に
残
さ
れ
た
親
し
い
人
々
に

「
自
分
が
去
っ
た
た
め
に
苦
し
む
」
こ
と
を
生
む
と
、
藤
子
は
言
う
。
そ
れ
に

つ
い
て
七
瀬
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

「
あ
な
た
の
考
え
方
だ
と
、
時
間
旅
行
者
は
時
空
連
続
体
を
破
壊
す
る
た

め
の
存
在
、
念
動
力
者
は
物
理
的
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
た
め
の
存
在
、
予

知
能
力
者
は
神
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
神
聖
な
る
運
命
を
嘲
笑
す
る
存

在
で
精
神
感
応
能
力
者
は
人
間
の
尊
厳
を
犯
す
存
在
だ
と
い
う
こ
と
に

な
る
わ
。
そ
れ
こ
そ
例
の
組
織
の
連
中
が
考
え
だ
す
に
ふ
さ
わ
し
い
考
え

方
じ
ゃ
な
い
」 

  

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
超
能
力
者
」
ら
は
「
普
通
人
」
に
と
っ
て
「
迫
害
」

の
対
象
だ
。
し
か
し
、
七
瀬
が
こ
こ
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
能
力
に
よ
っ

て
「
普
通
人
」
の
社
会
か
ら
「
迫
害
」
さ
れ
る
理
由
は
異
な
る
は
ず
だ
。 

 
七
瀬
は
自
身
が
「
精
神
感
応
能
力
者
」
で
あ
る
こ
と
を
、
西
尾
と
八
百
屋
の

店
番
に
告
げ
る
。
ま
た
、
恒
夫
は
「
意
識
」
が
読
み
と
ら
れ
る
苦
し
み
を
述
べ

る
。
こ
れ
ら
を
考
え
る
こ
と
で
、「
精
神
感
応
能
力
者
」
で
あ
る
七
瀬
が
「
普
通

人
」
に
と
っ
て
ど
う
い
っ
た
存
在
な
の
か
、
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。 
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西
尾
は
七
瀬
に
自
身
が
「
透
視
能
力
者
」
だ
と
知
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で

「（
こ
の
女
を
犯
し
て
）（
麻
薬
患
者
に
し
て
）（
お
れ
の
奴
隷
に
し
て
や
る
）」

と
考
え
る
。
七
瀬
は
こ
れ
を
読
み
と
っ
て
西
尾
に
伝
え
、
自
身
が
「
精
神
感
応

能
力
者
」
だ
と
気
付
か
せ
る
。
し
か
し
、「
そ
れ
は
普
通
の
人
間
な
ら
、
一
瞬
に

し
て
気
が
狂
い
そ
う
に
な
る
ほ
ど
の
衝
撃
で
あ
る
筈
」
と
書
か
れ
つ
つ
も
「
西

尾
の
心
は
さ
ほ
ど
乱
れ
な
か
っ
た
」
と
書
か
れ
る
。 

 

実
際
に
「
七
瀬 

森
を
走
る
」
で
、
自
身
の
思
考
を
七
瀬
に
よ
っ
て
言
い
当

て
ら
れ
た
「
普
通
人
」
で
あ
る
八
百
屋
の
店
番
は
、「
貧
血
を
起
し
、
店
か
ら
奥

の
間
へ
の
あ
が
り
框
に
尻
を
お
ろ
し
て
頭
を
か
か
え
こ
ん
だ
」。な
ぜ
そ
こ
ま
で

恐
怖
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、「
迷
信
深
い
」
店
番
が
七
瀬
を
「（
化
け
も
の
）」
と

考
え
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
反
応
は
、
八
百
屋
の
後
に
寄
っ
た
乾

物
屋
の
店
番
が
ヘ
ン
リ
ー
の
「
念
動
力
」
を
見
た
時
に
「
迷
信
深
い
田
舎
」
で

育
っ
た
た
め
に
「
恐
怖
心
」
か
ら
「
自
我
を
崩
壊
さ
せ
て
た
ち
ま
ち
泣
き
出
し

た
」
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
以
上
も
ま
た
「
超
能
力
」
一
般
の
「
普
通
人
」
の

反
応
で
し
か
な
い
。 

 

た
だ
「
ヘ
ニ
ー
デ
姫
」
で
恒
夫
は
、
七
瀬
が
ヘ
ニ
ー
デ
姫
と
と
も
に
い
れ
ば

殺
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
「
予
知
能
力
」
で
知
っ
た
と
、
電
話
口
で
七
瀬

に
告
げ
る
。
こ
の
と
き
、
七
瀬
は
「
心
を
覗
」
か
な
い
か
ら
恒
夫
に
会
っ
て
欲

し
い
と
頼
む
が
、
拒
否
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
を
恒
夫
は
、
自
分
が
「
心
に
思
っ

た
恥
ず
か
し
い
こ
と
」
を
下
に
「
精
神
感
応
能
力
者
」
が
「
笑
い
蔑
ん
だ
」
よ

う
な
想
像
を
し
た
こ
と
を
告
げ
て
、「
他
人
に
心
を
覗
か
れ
て
、
し
か
も
心
を
覗

か
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
人
間
の
苦
し
み
」
が
あ
り
、「
心
を
覗
か
な
い
と
約
束
し

た
っ
て
、
誰
が
そ
れ
を
保
証
す
る
」
と
恒
夫
は
語
る
。 

 

こ
の
「
意
識
」
を
読
み
と
ら
れ
、
そ
れ
に
気
付
く
「
苦
し
み
」
を
受
け
な
い

こ
と
が
、「
人
間
の
尊
厳
」
で
あ
る
。
し
か
し
、「
意
識
」
を
読
み
と
ら
な
い
と

「
精
神
感
応
能
力
者
」
が
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
保
証
す
る
も
の
は
な
い
、
と
恒

夫
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
恒
夫
は
「
超
能
力
者
」
で
は
あ
る
が
、
こ
と
「
意
識
」

を
読
み
と
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
西
尾
と
同
様
に
「
普
通
人
」
と
同
じ
性

質
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。 

 

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
普
通
人
」
の
社
会
は
、
多
く
の
場
合
〈
敵
意
〉

を
下
に
営
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
〈
敵
意
〉
を
は
じ
め
行
動
や
態
度
の
裏
に
あ

る
「
意
識
」
を
知
ら
れ
ず
、
ま
た
周
知
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
守
る
の
は
、

「
人
間
の
尊
厳
」
で
あ
り
社
会
の
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
七
瀬
は
、

ど
の
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
の
か
。 

 

例
え
ば
「
マ
カ
オ
の
カ
ジ
ノ
」
の
ル
ー
レ
ッ
ト
で
七
瀬
は
、「
精
神
感
応
能
力
」

を
用
い
て
「
デ
ィ
ー
ラ
ー
が
考
え
る
色
や
数
字
」
を
読
み
、
ギ
ャ
ン
ブ
ル
に
勝

つ
。
そ
れ
を
「
殺
人
者
」
た
ち
は
見
て
お
り
、
七
瀬
を
「
精
神
感
応
能
力
者
」

と
「
認
め
た
」。
そ
れ
ゆ
え
に
七
瀬
は
、「
殺
人
者
」
ら
と
戦
わ
な
く
て
は
な
ら

な
く
な
る
。
こ
の
例
も
含
め
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
七
瀬
は
、「
普
通
人
」

ら
の
隠
さ
れ
た
「
意
識
」
を
読
ん
だ
上
で
行
動
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
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「
普
通
人
」
の
社
会
の
ル
ー
ル
や
「
人
間
の
尊
厳
」
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
七
瀬
は
、「
精
神
感
応
能
力
者
」
と
し
て
「
普
通
人
」
の
社
会
に
と

っ
て
排
除
さ
れ
る
存
在
だ
と
い
え
る
（

19
）
。
た
だ
、
七
瀬
は
そ
れ
で
も
、
そ
の

「
普
通
人
」
の
社
会
の
中
で
「
精
神
感
応
能
力
者
」
と
し
て
生
き
て
い
く
。 

 

以
上
か
ら
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
で
は
、「
普
通
人
」
の
社
会
の
中
で
「
精
神
感

応
能
力
者
」
の
七
瀬
が
如
何
に
生
き
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
い
が
展
開
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
七
瀬
の
生
き
様
を
追
っ
た
上
で
そ

の

終
地
点
が
死
で
あ
る
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

改
め
て
主
張
し
て
お
く
。 

 

七
瀬
の
回
帰 

  

「
邂
逅
」
に
お
い
て
七
瀬
は
、
自
身
の
「
超
能
力
」
が
周
知
さ
れ
る
「
危
険
」

を
意
識
し
て
、
汽
車
が
落
石
事
故
に
合
う
こ
と
を
乗
客
に
伝
え
な
い
こ
と
に
、

前
節
で
見
た
よ
う
な
恒
夫
と
の
や
り
取
り
を
経
て
一
度
は
納
得
し
た
。
し
か
し

「
こ
ん
な
こ
と
を
言
わ
な
い
方
が
い
い
の
だ
が
、
そ
う
思
い
な
が
ら
も
七
瀬
は

自
分
の
良
心
を
納
得
さ
せ
る
た
め
、
低
い
声
で
三
人
に
言
っ
た
。「
白
樫
で
お
り

た
方
が
安
全
で
す
わ
よ
」」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
た
だ
、
文
学
青
年
に
は
睨
ま

れ
、
中
年
女
や
狸
紳
士
か
ら
は
バ
カ
に
さ
れ
る
よ
う
に
聞
く
耳
を
も
っ
て
貰
え

な
い
の
で
、「
で
は
し
か
た
が
な
い
」
と
考
え
そ
の
ま
ま
立
ち
去
る
。
よ
り
強
く

周
知
し
て
皆
を
救
う
に
は
、
自
身
が
「
超
能
力
者
」
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
れ

る
危
険
が
あ
り
、
そ
れ
を
七
瀬
は
回
避
し
た
。
こ
こ
で
「
良
心
」
は
人
を
救
う

こ
と
、
自
己
保
身
は
人
を
救
わ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
二
つ
は
同
時
に

達
成
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
に
七
瀬
の
「
良
心
」
は
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

自
己
保
身
は
達
成
さ
れ
た
。 

 

次
に
、「
邪
悪
の
視
線
」
で
七
瀬
は
西
尾
を
殺
そ
う
と
す
る
。
西
尾
は
、「
透

視
能
力
」
を
用
い
て
し
げ
み
の
ダ
イ
ヤ
を
盗
ん
だ
犯
人
が
弥
栄
だ
と
知
り
、
脅

迫
す
る
。
そ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
る
西
尾
に
つ
い
て
七
瀬
は
、「
彼
女
は
超

能
力
者
と
し
て
の
本
能
と
使
命
感
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
く
動
か

さ
れ
て
い
た
。
同
じ
超
能
力
者
と
し
て
、
あ
ん
な
邪
悪
な
存
在
を
許
し
て
お
け

な
い
わ
、
彼
を
見
逃
す
こ
と
は
わ
た
し
に
と
っ
て
危
険
だ
わ
」
と
考
え
る
。
そ

し
て
七
瀬
は
、
ヘ
ン
リ
ー
に
指
示
し
て
「
念
動
力
」
に
よ
っ
て
西
尾
を
殺
す
。

こ
こ
で
「
本
能
と
使
命
感
」
は
西
尾
を
殺
す
こ
と
、
自
己
保
身
も
西
尾
を
殺
す

こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
二
つ
は
同
時
に
達
成
さ
れ
る
。 

 

一
見
、「
邂
逅
」
で
の
汽
車
の
乗
客
を
見
殺
し
に
す
る
こ
と
と
、「
邪
悪
の
視

線
」
で
の
西
尾
を
殺
す
こ
と
は
異
な
る
。
た
だ
、
前
者
は
「
普
通
人
」
の
死
を

消
極
的
に
容
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
後
者
は
「
超
能
力
者
」
に
積

極
的
に
死
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
本
能
と
使
命
感
」
と
の

間
に
消
極
的
、
積
極
的
の
違
い
は
あ
る
が
、
七
瀬
の
「
良
心
」
は
自
己
保
身
を

乗
り
越
え
な
い
限
り
他
者
の
命
を
奪
う
の
だ
。
し
か
し
、
七
瀬
が
こ
れ
を
乗
り
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越
え
よ
う
と
し
た
の
が
「
七
瀬 

時
を
の
ぼ
る
」
だ
。 

 

「
七
瀬 
時
を
の
ぼ
る
」
で
ノ
リ
オ
は
、
船
内
で
カ
ッ
プ
ル
の
男
が
「
女
の

人
」
を
殺
そ
う
と
し
て
い
る
「
策
謀
」
を
読
み
取
る
。
そ
し
て
「
女
の
人
」
を

助
け
た
い
と
考
え
た
ノ
リ
オ
は
、
七
瀬
に
そ
れ
を
言
っ
て
交
わ
さ
れ
る
や
り
取

り
が
以
下
で
あ
る
。 

 

（
わ
た
し
た
ち
は
自
分
た
ち
の
こ
と
だ
け
で
せ
い
い
っ
ぱ
い
の
筈
よ
）

（
私
た
ち
は
超
能
力
を
使
っ
た
事
実
を
「
普
通
人
」
に
悟
ら
れ
て
は
な
ら

な
い
の
よ
）（「
普
通
人
」
を
助
け
る
た
め
に
、
他
人
の
た
め
に
超
能
力
を

や
た
ら
に
使
っ
て
い
た
ら
、
い
つ
か
は
知
ら
れ
て
し
ま
う
の
よ
）（
で
き

る
だ
け
、
よ
け
い
な
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
避
け
た
方
が
い
い

の
） 

 

ノ
リ
オ
は
、
だ
が
、
納
得
し
な
か
っ
た
。（
じ
ゃ
、
あ
の
女
の
人
が
殺

さ
れ
る
と
こ
ろ
を
、
ぼ
く
、
黙
っ
て
見
て
い
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
）（
そ

っ
と
助
け
て
あ
げ
ら
れ
る
方
法
が
あ
る
筈
だ
よ
）（
助
け
て
あ
げ
た
あ
と
、

精
神
感
応
を
使
っ
て
、
い
く
ら
で
も
誤
摩
化
せ
る
じ
ゃ
な
い
か
）（
お
姉

ち
ゃ
ん
が
助
け
て
く
れ
な
い
な
ら
、
僕
が
や
る
よ
）（
二
等
船
室
に
行
っ

て
、皆
に
、女
の
人
が
殺
さ
れ
る
か
ら
助
け
て
あ
げ
て
く
れ
っ
て
頼
む
よ
） 

 

七
瀬
は
ぞ
っ
と
し
た
。
ノ
リ
オ
に
そ
ん
な
こ
と
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

ノ
リ
オ
の
純
粋
さ
が
、自
己
保
存
の
本
能
の
下
に
埋
も
れ
て
い
た
七
瀬

の
正
義
感
を
掘
り
起
こ
し
た
。（
す
ぐ
、
そ
っ
ち
へ
行
く
わ
） 

  

そ
し
て
七
瀬
は
、
自
身
ら
が
「
普
通
人
」
に
「
超
能
力
者
」
だ
と
知
ら
れ
る

「
危
険
」
を
省
み
ず
、
ヘ
ン
リ
ー
の
「
念
動
力
」
を
用
い
て
「
女
の
人
」
を
助

け
よ
う
と
す
る
。「
良
心
」
で
は
自
己
保
身
が
勝
っ
て
列
車
の
乗
客
を
見
殺
し
に

し
て
し
ま
っ
た
が
、
ま
た
、「
本
能
と
使
命
感
」
に
は
他
者
の
死
も
含
ま
れ
て
い

た
が
、
七
瀬
は
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
る
倫
理
的
態
度
、「
正
義
感
」
に
目
覚
め
る

の
だ
。 

 

こ
の
後
に
「
ヘ
ニ
ー
デ
姫
」
で
七
瀬
は
、
自
身
が
「
精
神
感
応
能
力
者
」
だ

と
「
殺
人
者
」
に
気
付
か
れ
る
が
、
そ
れ
に
気
付
い
た
者
と
殺
害
を
実
行
す
る

者
と
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
自
身
と
ヘ
ニ
ー
デ
姫
の
ど
ち
ら
が
「
精
神
感
応
能

力
者
」
な
の
か
、
殺
害
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
「
殺
人
者
」
に
は
知
ら
れ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
。
そ
の
た
め
に
七
瀬
は
、
恒
夫
の
予
知
で
も
自
身

が
ヘ
ニ
ー
デ
姫
と
と
も
に
い
る
限
り
殺
さ
れ
な
い
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
、

状
況
の
打
破
ま
で
ヘ
ニ
ー
デ
姫
と
行
動
を
と
も
に
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、

そ
の
た
め
に
ヘ
ニ
ー
デ
姫
は
誤
っ
て
銃
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。こ
の
時
に
七
瀬
は
、

以
下
の
よ
う
に
怒
る
。 

  
恒
夫
は
ヘ
ニ
ー
デ
姫
の
死
を
予
知
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
七
瀬
に
は
黙
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
恒
夫
に
腹
が
立
っ
た
し
、
そ
れ
以
上
に
、
わ
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が
身
を
守
る
た
め
ヘ
ニ
ー
デ
姫
を
危
険
に
ひ
き
ず
り
こ
ん
だ
自
分
と
、
そ

ん
な
こ
と
に
今
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
自
分
に
、七
瀬
は
腹
を
立
て
て
い

た
。
殺
し
て
や
る
わ
。
あ
い
つ
を
殺
し
て
や
る
わ
。
復
讐
し
て
や
る
わ
。

ヘ
ニ
ー
デ
姫
の
た
め
に
。
殺
し
て
や
る
わ
。 

  

こ
こ
で
七
瀬
が
恒
夫
に
腹
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
ノ
リ
オ
に
よ
っ

て
「
正
義
感
」
に
目
覚
め
た
か
ら
で
あ
る
。「
超
能
力
者
の
殺
戮
と
い
う
大
使
命
」

の
前
に
は
「
同
胞
」
で
あ
る
「
普
通
人
」
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と

考
え
る
殺
人
者
ら
を
「
許
せ
な
か
っ
た
」
の
も
、
同
様
で
あ
る
。
犠
牲
と
し
て

の
他
者
の
死
を
善
し
と
し
な
い
の
が
、
七
瀬
の
「
正
義
感
」
だ
か
ら
だ
。
し
か

し
七
瀬
は
、
ま
た
自
身
を
守
る
た
め
に
他
人
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
っ
た
と
、
自

身
に
も
腹
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
七
瀬
は
「
復
讐
」
を
誓
い
、「
殺
人

者
」
ら
に
「
七
瀬 

森
を
走
る
」
で
挑
ん
で
い
く
。 

 

「
七
瀬 

森
を
走
る
」
で
北
海
道
の
「
隠
れ
家
」
に
戻
っ
た
七
瀬
は
、
ノ
リ

オ
、
ヘ
ン
リ
ー
と
と
も
に
遊
び
に
く
る
藤
子
を
駅
ま
で
迎
え
に
い
く
。
こ
の
と

き
「
殺
人
者
」
ら
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
七
瀬
は
ヘ
ン
リ
ー
に

恒
夫
を
殺
し
た
「
殺
人
者
」
を
殺
す
よ
う
に
命
じ
る
。
そ
の
時
に
、
以
下
の
よ

う
に
七
瀬
は
考
え
る
。 

 

 

で
も
、で
き
る
だ
け
む
ご
た
ら
し
く
や
っ
て
頂
戴
と
つ
け
加
え
る
こ
と

を
七
瀬
は
忘
れ
な
か
っ
た
。
親
友
二
人
を
射
殺
さ
れ
た
恨
み
も
も
ち
ろ
ん

あ
っ
た
が
、
事
態
が
こ
こ
ま
で
来
て
し
ま
え
ば
、
ひ
る
ま
せ
た
方
が
、
あ

る
い
は
七
瀬
た
ち
超
能
力
者
を
皆
殺
し
に
す
る
と
い
う
無
茶
な
考
え
を

彼
ら
に
断
念
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ず
、
ど
の
み
ち
実
力
を
見

せ
つ
け
て
お
い
て
も
こ
れ
以
上
悪
い
立
場
に
陥
る
こ
と
は
な
い
と
判
断

し
た
た
め
で
も
あ
る
。 

  

「
対
決
を
避
け
ら
れ
そ
う
に
な
い
」
か
ら
殺
す
。
し
か
も
、「
恨
み
」
と
「
超

能
力
者
を
皆
殺
し
に
す
る
と
い
う
無
茶
な
考
え
を
彼
ら
に
断
念
さ
せ
る
」
た
め

に
、「
む
ご
た
ら
し
く
」
殺
す
よ
う
、
七
瀬
は
ヘ
ン
リ
ー
に
指
示
す
る
。
こ
の
ま

ま
で
は
自
身
ら
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
正
当
防
衛
と
し
て
殺
し
て
七
瀬
が

自
身
の
有
り
様
に
つ
い
て
ふ
た
た
び
悩
む
な
ら
ば
、『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
は
「
成

長
譚
」
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 

し
か
し
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
こ
れ
は
、
西
尾
を
自
身
が
「
危
険
」
だ
か

ら
と
積
極
的
に
殺
し
た
こ
と
に
も
通
底
す
る
。
い
や
、「
む
ご
た
ら
し
く
」
殺
す

と
い
う
こ
と
は
、
死
す
ら
も
自
身
ら
の
「
危
険
」
回
避
の
た
め
に
利
用
す
る
と

い
う
点
で
、
七
瀬
の
こ
れ
ま
で
の
ど
の
行
為
よ
り
も
非
倫
理
的
で
あ
る
。
七
瀬

に
は
す
で
に
「
正
義
感
」
は
な
く
、
よ
り
残
虐
性
を
高
め
て
自
己
保
身
の
た
め

に
人
を
殺
す
境
地
に
回
帰
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
次
に
は
「
殺
人
者
」
ら
に
負

け
て
、
七
瀬
は
死
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。 
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以
上
を
踏
ま
え
、
次
節
で
は
今
際
の
際
で
の
七
瀬
の
「
祈
る
よ
う
」
な
「
つ

ぶ
や
き
」
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
こ
の
作
品
に
お
け
る
七
瀬
の
死
の
意
味
に
つ

い
て
考
え
る
。 

 

一
抹
の
希
望 

  

ヘ
ン
リ
ー
も
ノ
リ
オ
も
藤
子
も
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
七
瀬
は
「
撃
た
れ
て
し

ま
っ
た
」。
そ
の
今
際
の
際
で
七
瀬
は
「
自
然
」
に
「
な
ぜ
超
能
力
者
な
ど
と
い

う
突
然
変
異
を
人
類
に
与
え
た
の
で
す
か
」
と
問
う
。
こ
の
時
に
七
瀬
は
、
以

下
の
よ
う
に
「
祈
る
よ
う
に
つ
ぶ
や
き
続
け
」
る
。 

 

 

突
然
変
異
体
が
迫
害
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
と
い
う
の
ね
。
そ
れ
じ
ゃ
、

わ
た
し
た
ち
が
死
ん
だ
あ
と
で
、
も
っ
と
多
く
の
超
能
力
者
が
生
ま
れ
て

く
る
の
。
じ
ゃ
、
そ
の
人
た
ち
は
普
通
人
を
自
然
淘
汰
す
る
の
。
ね
え
。

ど
う
な
の
。な
ん
と
か
仲
良
く
や
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
。あ
あ
。

そ
ん
な
こ
と
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
わ
。
で
も
、

そ
の
時
は
、
お
願
い
だ
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
に
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
苦

し
み
を
味
わ
わ
せ
な
い
で
ね
。
迫
害
さ
れ
る
苦
し
み
を
、
で
き
る
だ
け
柔

ら
げ
て
あ
げ
て
頂
戴
。 

 

 

基
本
的
に
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
の
世
界
で
は
「
普
通
人
」
よ
り
も
「
超
能
力

者
」
の
ほ
う
が
強
い
。
そ
の
た
め
に
「
殺
人
者
」
ら
が
「
超
能
力
者
が
多
数
発

生
し
て
集
団
と
な
る
前
に
、
皆
殺
し
」
に
す
る
と
い
う
考
え
と
同
様
に
、「
超
能

力
者
」
が
「
多
く
」
な
れ
ば
「
普
通
人
」
を
「
自
然
淘
汰
」
で
き
る
の
で
は
、

と
七
瀬
は
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
で
き
る
よ
う
な
世
の
中
に
な
っ
た

と
し
て
も
、「
超
能
力
者
」
と
「
普
通
人
」
と
が
「
仲
良
く
」
な
る
こ
と
が
で
き

な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
七
瀬
は
「
自
然
」
に
問
う
。 

 

「
仲
良
く
」
と
は
、
主
体
に
と
っ
て
対
等
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
存
在
と
結

ぶ
関
係
だ
。
す
な
わ
ち
、「
超
能
力
者
が
多
数
発
生
」
し
た
際
に
は
、「
普
通
人
」

が
「
超
能
力
者
」
を
「
迫
害
」
す
る
こ
と
と
は
逆
に
、「
超
能
力
者
」
が
「
普
通

人
」
を
「
迫
害
」
し
な
い
こ
と
は
可
能
か
、
と
七
瀬
は
こ
こ
で
問
う
て
い
る
の

で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
こ
の
問
い
を
七
瀬
は
、
自
身
に
と
っ
て
「
ど
う
で
も
い
い
こ
と
」

と
棄
却
す
る
。
そ
の
上
で
今
度
は
、「
超
能
力
者
」
ら
が
「
迫
害
さ
れ
る
苦
し
み
」

を
「
柔
ら
げ
て
」
と
「
祈
る
」。「
超
能
力
者
が
多
数
発
生
」
し
た
と
し
て
も
、

「
超
能
力
者
」
側
が
変
わ
ら
ず
「
迫
害
」
を
受
け
続
け
る
可
能
性
も
あ
る
。
だ

か
ら
未
来
世
代
の
「
超
能
力
者
」
に
は
、「
迫
害
さ
れ
る
苦
し
み
」
を
「
味
わ
わ

せ
」
な
い
で
欲
し
い
と
、
七
瀬
は
「
祈
る
」
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

 

続
い
て
七
瀬
は
、「
超
能
力
者
」
が
生
ま
れ
て
く
る
理
由
は
「
人
類
を
試
す
た

め
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
」
と
、
今
度
は
「
神
様
」
に
問
う
。
そ
し
て
、「
も
し
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そ
う
だ
と
し
た
ら
神
様
、
人
類
は
ま
だ
ま
だ
で
す
」
と
述
べ
て
、
七
瀬
の
「
祈

る
よ
う
」
な
「
つ
ぶ
や
き
」
は
終
わ
る
。
こ
の
「
人
類
」
は
、
七
瀬
が
「
超
能

力
者
」
を
「
突
然
変
異
」
と
い
う
よ
う
に
、「
超
能
力
者
」
と
「
普
通
人
」
の
双

方
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、「
人
類
は
ま
だ
ま
だ
」
で
あ
る
と
い
う
の
は
、「
普

通
人
」
の
社
会
で
生
き
て
き
た
七
瀬
の
答
え
だ
。 

 

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
七
瀬
は
、「
意
識
を
読
み
と
る
」
こ
と
で
、「
普

通
人
」
の
社
会
の
ル
ー
ル
を
壊
し
、「
人
間
の
尊
厳
」
も
奪
い
か
ね
な
い
。
実
は

恒
夫
に
言
わ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
七
瀬
も
一
方
的
に
「
意
識
」
を
読
み
と
ら
れ

る
経
験
を
す
る
。「
殺
人
者
」
ら
は
、
訓
練
で
自
分
の
「
意
識
」
を
隠
し
な
が
ら
、

他
者
の
「
意
識
」
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ヘ
ニ
ー
デ
姫
」
で
七
瀬
は
、

ま
だ
「
殺
人
者
」
ら
の
そ
う
い
っ
た
能
力
や
「
大
使
命
」
に
気
付
い
て
い
な
い

状
況
で
、
自
分
と
は
違
う
そ
う
い
っ
た
「
意
識
」
を
読
み
と
れ
る
存
在
が
「
悪

意
に
満
ち
た
相
手
」
な
ら
ば
、「
考
え
る
」
だ
け
で
「
あ
ま
り
に
苦
痛
」
と
述
べ

る
。 

 

「
意
識
」
を
読
み
と
ら
れ
そ
れ
が
周
知
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
こ
の
七

瀬
の
言
う
「
苦
痛
」
や
先
述
し
た
恒
夫
の
言
う
「
苦
し
み
」
が
伴
う
。
こ
れ
を

回
避
す
る
に
は
、「
精
神
感
応
能
力
」
を
無
効
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か

し
こ
れ
も
先
述
し
た
よ
う
に
、
た
と
え
七
瀬
が
「
意
識
」
を
読
ま
な
い
と
言
っ

て
も
恒
夫
が
そ
れ
を
保
証
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
七
瀬

が
「
精
神
感
応
能
力
」
を
捨
て
る
こ
と
が
出
来
な
い
限
り
実
現
は
困
難
だ
。
で

は
、「
普
通
人
」
側
が
「
精
神
感
応
能
力
者
」
を
「
迫
害
」
し
な
い
た
め
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
。〈
敵
意
〉
む
き
出
し
の
「
普
通
人
」
の
社
会
に
移
行
す
る
か
、

「
人
間
の
尊
厳
」
が
守
ら
れ
な
い
こ
と
を
受
容
す
る
し
か
な
い
。
こ
れ
は
ま
と

も
な
状
態
と
は
到
底
い
え
な
い
。こ
う
い
っ
た
双
方
の
そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
か
ら
、

こ
の
世
界
で
「
普
通
人
」
か
ら
「
精
神
感
応
能
力
者
」
が
「
迫
害
」
さ
れ
な
い

社
会
を
実
現
す
る
の
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
七
瀬
は
、「
普
通
人
」
の

社
会
で
精
一
杯
「
精
神
感
応
能
力
者
」
と
し
て
生
き
よ
う
と
し
て
き
た
。 

 

「
ヘ
ニ
ー
デ
姫
」
に
お
い
て
七
瀬
は
、
ふ
と
「
テ
レ
パ
ス
の
発
生
に
よ
っ
て

人
類
と
か
自
然
に
生
じ
る
い
い
結
果
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
」
と
問
い
か
け

る
。「
精
神
感
応
能
力
者
」
が
「
自
然
」
に
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
自

然
」
が
「
よ
い
状
態
」
に
な
る
た
め
の
「
機
構
」
と
し
て
、「
精
神
感
応
能
力
者
」

の
「
役
割
や
使
命
」
が
あ
る
は
ず
だ
、
と
考
え
て
の
問
い
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ

は
「
人
類
を
試
す
た
め
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
以
上
の
よ
う
に
相

互
の
理
由
で
「
人
類
」
は
「
よ
い
状
態
」
に
な
れ
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
る

た
め
に
七
瀬
は
、「
人
類
は
ま
だ
ま
だ
で
す
」
と
答
え
を
出
す
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。 

 
七
瀬
は
以
上
の
「
祈
」
り
を
終
え
た
後
に
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
親
し
か
っ
た

「
超
能
力
者
」
ら
が
自
分
の
名
を
呼
び
か
け
る
「
幻
聴
」
を
聞
く
。
そ
し
て
今

度
は
、「
幻
覚
」
を
見
る
。
そ
れ
は
、「
藤
子
の
時
間
旅
行
能
力
に
よ
っ
て
す
べ

て
の
超
能
力
者
が
迫
害
を
受
け
ず
に
す
ん
だ
」「
無
数
に
、
平
行
に
存
在
す
る
多
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元
宇
宙
の
ど
こ
か
ひ
と
つ
の
世
界
」
で
「
七
瀬
の
友
人
だ
っ
た
超
能
力
者
全
員

が
楽
し
く
集
い
、
歌
っ
て
い
た
」
風
景
。
こ
れ
を
見
て
七
瀬
が
「
微
笑
を
浮
べ

た
時
、
深
い
虚
無
が
や
っ
て
き
た
」、
と
い
う
一
節
で
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
は
締

め
ら
れ
る
。 

 

七
瀬
の
「
祈
」
り
は
、
こ
の
世
界
で
の
実
現
が
難
し
い
か
ら
こ
そ
、「
多
元
宇

宙
」
と
し
て
世
界
を
変
え
る
ま
で
し
な
い
と
実
現
し
な
い
の
だ
。
こ
う
い
っ
た

「
幻
聴
」「
幻
覚
」
は
絵
空
事
と
も
い
え
る
よ
う
な
、
痛
ま
し
い
夢
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
夢
は
、
七
瀬
の
生
き
様
に
よ
っ
て
「
祈
」
り
が
こ
の
世
界
で
実
現
す

る
こ
と
の
困
難
性
を
示
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
現
れ
た
も
の
だ
。
そ
れ
は
あ
ま

り
に
哀
し
い
物
語
に
残
る
、
一
抹
の
希
望
で
も
あ
る
。「
人
類
は
ま
だ
ま
だ
」
と

い
う
無
情
の
境
地
で
は
な
く
そ
の
よ
う
な
希
望
が
現
れ
た
か
ら
こ
そ
、
今
こ
こ

で
死
ん
で
い
く
七
瀬
は
、
あ
ま
り
の
「
人
類
」
の
有
り
様
に
絶
望
せ
ず
に
「
微

笑
を
浮
べ
」
て
死
ぬ
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
希
望
と
は
、
実
現

さ
れ
た
瞬
間
に
消
え
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
作
品
の
希
望
は
希

望
と
し
て
、
七
瀬
の
死
の
残
響
と
し
て
残
り
続
け
る
の
だ
。 

 

以
上
か
ら
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
で
は
、「
超
能
力
者
」
と
「
普
通
人
」
と
が
親

和
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
の
困
難
性
を
七
瀬
の
生
き
様
自
体
が
示
し
、
そ

の
七
瀬
の
生
き
様
の

終
地
点
が
作
品
内
論
理
に
と
っ
て
必
然
的
な
死
で
あ
る

か
ら
こ
そ

後
に
希
望
が
表
れ
る
、
と
本
稿
で
は
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
七
瀬

の
死
は
、
決
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
の
中
で
精
一
杯
生
き
た

者
が
今
際
の
際
で
し
か
見
る
こ
と
の
出
来
な
い
希
望
、
こ
れ
を
表
出
さ
せ
る
た

め
の
装
置
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

お
わ
り
に
―
―
そ
し
て
『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』
へ 

  

七
瀬
シ
リ
ー
ズ
と
い
う
視
点
に
戻
る
と
、
そ
の
希
望
は
『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋

人
』
へ
と
紡
が
れ
る
。 

 

『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』
で
は
、
七
瀬
を
生
き
返
ら
せ
る
ば
か
り
か
、「
普
通

人
」
を
殺
す
の
で
は
な
く
完
全
に
世
界
に
い
な
か
っ
た
こ
と
に
し
た
り
、
人
の

感
情
操
作
も
し
た
り
す
る
神
の
よ
う
な
「
彼
女
」
が
出
て
く
る
。
ま
さ
に
、
七

瀬
の
夢
が
実
現
で
き
る
存
在
だ
。
し
か
し
七
瀬
は
、「
彼
女
」
に
よ
っ
て
「
死
ん

だ
七
瀬
の
同
胞
四
人
」
が
蘇
生
さ
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
今
一
度
こ
の

世
か
ら
「
抹
消
」
し
て
も
ら
う
。「
彼
女
」
の
力
を
利
用
し
て
「
死
ん
だ
七
瀬
の

同
胞
四
人
」
が
こ
の
世
で
迫
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
仲
良
く
生
き
て
い
く
こ
と
も

で
き
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
自
分
と
同
じ
く
苦
悩
」
を
そ
の
者
ら
に
与
え
た
く
な

い
か
ら
、
と
。 

 
こ
の
よ
う
な
『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』
に
お
い
て
七
瀬
が
「
友
人
だ
っ
た
超

能
力
者
」
を
「
抹
消
」
さ
せ
る
意
味
を
考
え
る
の
に
、
本
稿
で
の
「
祈
」
り
や

「
幻
聴
」「
幻
覚
」
に
対
す
る
考
察
も
ヒ
ン
ト
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の

考
察
は
本
稿
の
役
割
を
超
え
て
い
る
。
こ
れ
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 
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収
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の
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究
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に
つ
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て
多
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な
る

ご
助
力
を
頂
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
、
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

※ 

本
稿
に
お
け
る
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
の
引
用
は
「
七
瀬
ふ
た
た
び
」『
筒
井

康
隆
全
集
第
17
巻
―
―
七
瀬
ふ
た
た
び 
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
セ
ス
群
島
』
新
潮
社
、

七
―
一
四
五
頁
、
一
九
八
四
年
、『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』
の
引
用
は
「
エ
デ
ィ

プ
ス
の
恋
人
」『
筒
井
康
隆
全
集
第
19
巻
―
―
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人 

12
人
の

浮
か
れ
る
男
』
新
潮
社
、
二
二
九
―
三
五
五
頁
、
一
九
八
四
年
に
よ
っ
た
。 

 

【
注
】 

（
1
）『
国
文
学
―
―
解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
六
巻
第
九
号
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二

〇
一
一
年
。 

（
2
） 

平
石 

滋
「
筒
井
康
隆
研
究
に
つ
い
て
」『
国
文
学
―
―
解
釈
と
鑑
賞
』

第
七
六
巻
第
九
号
、
一
七
七
―
一
八
〇
頁
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
一

年
。 

（
3
）
ち
な
み
に
、
こ
の
雑
誌
以
外
に
も
多
数
の
筒
井
に
関
す
る
論
考
を
集
め

て
特
集
を
組
ん
だ
雑
誌
と
し
て
、『
別
冊
新
評
』
第
九
巻
第
二
号
、
新
評

社
、
一
九
七
六
年
（
特
集
名
は
「
筒
井
康
隆
の
世
界
」）
や
『
ユ
リ
イ
カ
』

第
二
〇
巻
第
五
号
、
青
土
社
、
一
九
八
八
年
（
特
集
名
は
「
筒
井
康
隆

の
逆
襲
―
―
超
虚
構
実
験
小
説
の
展
開
」）
な
ど
が
あ
る
。 

（
4
）
藤
田
直
哉
「
時
間
錯
誤
の
前
衛
―
―
筒
井
康
隆
と
〈
前
衛
〉
の
パ
ラ
ド

ッ
ク
ス
」『
国
文
学 

解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
六
巻
第
九
号
、
三
三
―
四
一

頁
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
一
一
年
。 

（
5
）
藤
田
直
哉
『
虚
構
内
存
在
―
―
筒
井
康
隆
と
〈
新
し
い
《
生
》
の
次
元
〉』

作
品
社
、
二
〇
一
三
年
。 

（
6
）
杉
田
俊
介
「
筒
井
康
隆
論
―
―
文
学
は
差
別
と
戦
え
る
か
」『
す
ば
る
』

第
三
九
巻
第
八
号
、
一
五
四
―
一
六
九
頁
、
集
英
社
、
二
〇
一
七
年
。

こ
の
論
考
の
中
で
杉
田
は
「
超
虚
構
理
論
」
を
「
き
っ
と
筒
井
は
、
現

実
と
虚
構
を
め
ぐ
る
そ
う
し
た
悪
循
環
に
う
ん
ざ
り
し
、
そ
れ
を
断
ち

切
ろ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
か
。
言
葉
と
は
、
も
っ
と
自
由
な
も

の
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
方
法
的
に
、
現
実
か
ら
い

っ
た
ん
完
全
に
独
立
し
て
、
真
に
「
自
立
的
」
な
虚
構
の
領
域
を
構
築

し
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
筒
井
の
言
う
超
虚
構
理
論
で
あ
る
」
と
説
明

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
藤
田
の
『
虚
構
内
存
在
』
の
議
論
を
踏
ま
え
杉

田
は
、
筒
井
が
「
永
遠
に
差
別
し
た
り
差
別
さ
れ
た
り
、
攻
撃
し
た
り

攻
撃
さ
れ
た
り
し
な
が
ら
、
自
分
の
中
の
攻
撃
性
（
差
別
性
）
を
、
一

つ
一
つ
、
処
理
し
て
い
く
こ
と
。
そ
し
て
未
知
の
喜
び
に
変
え
て
い
く
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こ
と
」
を
描
い
て
い
る
と
論
じ
て
い
る
。 

（
7
）
例
え
ば
杉
本
未
来
「
筒
井
康
隆
『
美
藝
公
』
―
―
「
藝
術
」
の
支
配
構

造
と
「
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
」」『
言
語
態
』
第
13
号
、
六
一
―
七
八
頁
、

二
〇
一
四
年
、
な
ど
も
あ
る
。
こ
の
論
考
で
は
『
美
藝
公
』
を
フ
ィ
リ

ッ
プ
・
K
・
デ
ィ
ッ
ク
『
高
い
城
の
男
』
と
対
比
さ
せ
つ
つ
考
察
を
展

開
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
論
考
も
ま
た
、『
美
藝
公
』
を
考
え
る
際
に

筒
井
の「
超
虚
構（
理
論
）」の
独
自
性
と
い
う
の
を
問
題
と
し
て
い
る
。

た
だ
、
個
別
作
品
の
検
討
が
あ
く
ま
で
少
な
い
と
述
べ
た
よ
う
に
、
例

え
ば
高
度
経
済
成
長
期
の
〈
文
学
賞
〉
が
ど
の
よ
う
に
小
説
で
描
か
れ

て
い
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
個
別
作
品
を
検
討
し
た
和
泉
司
「
筒
井
康

隆
「
大
い
な
る
助
走
」
論
」『
近
代
文
学
合
同
研
究
会
論
集
』
第
八
号
、

二
―
一
七
頁
、
二
〇
一
一
年
、
と
い
っ
た
論
考
も
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で

指
摘
し
て
お
く
。 

（
8
）
筒
井
康
隆
『
家
族
八
景
』
新
潮
社
、
一
九
七
二
年
。 

（
9
）
筒
井
康
隆
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
。 

（
10
）
筒
井
康
隆
『
エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
。 

（
11
）
王
城
正
行
・
柘
植
光
彦
・
永
島
貴
吉
・
与
那
覇
恵
子
「
虚
構
へ
の
軌
跡
」

『
筒
井
康
隆
ス
ピ
ー
キ
ン
グ
―
―
対
談
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
集
成
』
出
帆

新
社
、
一
一
八
―
一
七
八
頁
、
一
九
九
六
年
。
こ
の
中
で
筒
井
自
身
が

『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
で
七
瀬
が
死
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
が
な
く
な
り
操
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、『
エ
デ

ィ
プ
ス
の
恋
人
』
に
お
け
る
七
瀬
は
「
も
う
こ
こ
で
は
主
人
公
で
は
な

く
て
、
狂
言
回
し
と
か
探
偵
役
と
い
っ
た
役
割
」
と
述
べ
た
。
本
稿
は

七
瀬
の
主
人
公
性
を
論
じ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
の

筒
井
の
言
を
尊
重
し
て
主
人
公
と
は
書
か
ず
「
物
語
の
中
心
人
物
」
と

書
い
た
。 

（
12
）
内
藤 

誠
「
解
説
―
―
筒
井
康
隆
の
醒
め
た
狂
気
」『
筒
井
康
隆
全
集

第
19
巻
―
―
12
人
の
浮
か
れ
る
男 

エ
デ
ィ
プ
ス
の
恋
人
』、
新
潮
社
、

三
五
五
―
三
七
一
頁
、
一
九
八
四
年
。 

（
13
）
佐
々
木
敦
『「
第
二
章 

黒
い
笑
い
の
時
代
―
―
『
家
族
八
景
』（1972

年
）
か
ら
『
大
い
な
る
助
走
』（1979

年
）
へ
」『
筒
井
康
隆
入
門
』
星

海
社
、
六
三
―
一
一
〇
、
二
〇
一
七
年
。 

（
14
）「
非SF

的
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
／
筒
井
康
隆
か
く
語
り
き
―
―
地
獄
ま
で
は

遠
い
し
、
壊
す
も
の
は
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
」『
別
冊
新
評
』
第
九
巻
第

二
号
、
新
評
社
、
一
六
四
―
一
七
四
頁
、
一
九
七
六
年
。 

（
15
）
聞
き
手
：
日
下
三
蔵
「
筒
井
康
隆
自
作
を
語
る
＃
１
―
―
日
本SF

の

幼
年
期
を
語
ろ
う
」『SF

マ
ガ
ジ
ン
』
第
五
八
巻
第
三
号
、
早
川
書
房
、

一
九
―
二
二
頁
、
二
〇
一
七
年
。
こ
の
中
で
筒
井
は
『
コ
メ
ッ
ト
さ
ん
』

以
外
に
も
、
七
瀬
シ
リ
ー
ズ
の
原
型
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
筒
井
は

未
発
表
小
説
に
『
意
識
の
牙
』
が
あ
り
、「
原
稿
を
没
」
に
さ
れ
て
「
腹
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立
た
し
い
」
か
ら
そ
の
原
稿
を
淀
川
に
捨
て
た
と
言
っ
た
こ
と
が
あ
る

が
、

近
「
書
庫
」
の
中
か
ら
そ
の
原
稿
が
出
て
き
て
、
さ
ら
に
そ
の

後
に
「
ま
た
そ
の
原
稿
が
行
方
不
明
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ

の
上
で
「
細
か
い
と
こ
ま
で
は
お
ぼ
え
て
い
な
い
」
と
言
い
つ
つ
も
、

『
意
識
の
牙
』
が
「
テ
レ
パ
シ
ー
も
の
」
で
あ
り
、「
主
人
公
は
女
性
」、

「「
七
瀬
」
も
の
の
原
型
」
と
語
っ
て
い
る
。 

（
16
）
筒
井
が
七
瀬
の
読
み
と
る
「
意
識
」
を
「
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
」
と
い

う
よ
う
な
具
体
的
な
物
言
い
を
避
け
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、

植
草
甚
一
「
解
説
」『
家
族
八
景
』（
新
潮
文
庫
版
、
新
潮
社
、
二
七
四

―
二
八
二
、
一
九
七
五
年
）
が
ヒ
ン
ト
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
筒
井
が

「
心
理
学
」「
話
題
に
な
っ
た
人
た
ち
の
自
伝
」「
超
心
理
学
」
に
関
す

る
書
籍
を
読
み
、
七
瀬
の
「
テ
レ
パ
シ
ー
力
」
と
「
同
じ
よ
う
な
ケ
ー

ス
を
具
体
的
に
説
明
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
打
ち
明
け
て
い
る
」
と

書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
植
草
は
、「
つ
ま
り
こ
れ
は
臨
床
医
学

的
な
テ
レ
パ
シ
ー
・
ケ
ー
ス
で
な
く
筒
井
独
自
の
テ
レ
パ
シ
ー
・
ケ
ー

ス
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
部
論
理
か
ら
は
一

言
で
表
せ
な
い
よ
う
な
も
の
を
七
瀬
が
読
み
と
っ
て
い
る
こ
と
が
『
家

族
八
景
』
で
は
描
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
筒
井
は
「
ど
ろ
ど
ろ
し
た
も

の
」
と
言
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

（
17
）
ち
な
み
に
、
ノ
リ
オ
も
「
精
神
感
応
能
力
者
」
で
あ
る
。「
七
瀬 

時

を
の
ぼ
る
」に
お
い
て
船
内
で
一
緒
に
な
っ
た
女
の
子
か
ら
ノ
リ
オ
は
、

「（
に
く
た
ら
し
い
）（
掻
い
て
や
る
）（
こ
の
子
も
泣
か
し
て
や
る
わ
）

と
い
っ
た
「
意
識
」
を
向
け
ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
「
策
謀
」
を
読
み

と
る
の
は
、
七
瀬
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
く
。 

（
18
）
た
だ
、
例
外
的
に
〈
敵
意
〉
が
ま
っ
た
く
描
か
れ
な
い
「
普
通
人
」
と

し
て
、
ヘ
ニ
ー
デ
姫
が
い
る
。「
ヘ
ニ
ー
デ
姫
」
で
七
瀬
は
、「
マ
カ
オ

の
カ
ジ
ノ
」
で
ヘ
ニ
ー
デ
姫
と
出
会
い
、
そ
の
後
日
本
に
帰
国
し
て
も

一
緒
に
行
動
し
て
い
く
。
七
瀬
に
よ
っ
て
「
ヘ
ニ
ー
デ
姫
に
は
、
人
を

羨
ん
だ
り
妬
ん
だ
り
、
そ
う
い
っ
た
相
手
を
憎
ん
で
意
地
の
悪
い
こ
と

を
し
て
や
ろ
う
と
考
え
た
り
、
ま
た
は
故
意
に
人
を
無
視
し
た
り
蔑
視

し
た
り
す
る
と
い
っ
た
、
女
性
に
多
い
性
格
上
の
い
や
な
歪
み
が
あ
ま

り
な
い
よ
う
に
見
え
た
」
と
語
ら
れ
る
。
七
瀬
は
ヘ
ニ
ー
デ
姫
が
そ
う

い
っ
た
「
意
識
」
の
持
ち
主
で
あ
る
理
由
に
つ
い
て
、「
美
貌
に
恵
ま
れ

金
に
そ
れ
ほ
ど
不
自
由
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
も
考
え
る
が
、「
そ

れ
だ
け
が
理
由
で
は
な
い
気
が
し
た
」
と
も
書
か
れ
る
。
こ
の
「
意
識
」

の
特
質
以
外
に
も
、
ヘ
ニ
ー
デ
姫
は
『
家
族
八
景
』
か
ら
『
七
瀬
ふ
た

た
び
』
ま
で
で
、
唯
一
七
瀬
が
「
友
情
」
を
感
じ
る
「
普
通
人
」
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ニ
ー
デ
姫
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
登
場
人
物
で

は
あ
る
が
、
そ
の
「
意
識
」
を
中
心
と
し
た
特
質
を
さ
ら
に
探
求
す
る
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こ
と
と
本
稿
の
問
題
意
識
と
の
関
連
性
は
低
い
。
こ
の
節
は
、
七
瀬
が

読
み
と
る
「
意
識
」
の
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
七
瀬
が
そ
う
い
っ
た
思
考
パ
タ
ー
ン
で
営
ま
れ
る
社
会
一
般
に

と
っ
て
ど
う
い
っ
た
存
在
な
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
社
会
で
七
瀬
は
い

か
に
し
て
生
き
て
い
く
の
か
、
と
い
っ
た
考
察
に
繋
げ
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
例
外
的
な
「
意
識
」
の
持
ち
主
と
し
て

ヘ
ニ
ー
デ
姫
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
だ
け
に
留
め
る
。 

（
19
）
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
い
」
と
い
う

言
葉
で
有
名
な
ホ
ッ
ブ
ズ
の
一
連
の
議
論
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
を

参
照
す
る
こ
と
で
、
本
稿
の
主
張
を
補
強
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
鉢
野

正
樹
「
契
約
思
想
の
生
成
と
展
開
―
ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』

を
中
心
に
し
て
―
」（『
人
間
社
会
環
境
研
究
』
第
29
号
、
八
一
―
九

九
、
二
〇
一
五
年
）
で
は
「
自
然
状
態
で
人
間
が
戦
争
状
態
に
陥
ら
な

い
た
め
に
は
、
相
互
に
持
っ
て
い
る
他
者
を
排
し
自
己
を
守
る
自
然
権

を
放
棄
し
あ
え
ば
い
い
と
い
う
」
と
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
主
張
を
簡
潔
に
ま

と
め
て
い
る
。
こ
の
「
自
然
状
態
」
や
「
自
然
権
」
と
い
う
用
語
の
解

釈
に
つ
い
て
は
多
様
な
研
究
が
あ
る
が
、
人
間
が
市
民
社
会
を
形
成
し

な
い
こ
と
で
闘
争
状
態
に
陥
っ
て
い
る
状
態
が
「
自
然
状
態
」、
そ
し
て

こ
の
状
態
で
人
間
が
有
す
る
の
が
「
自
然
権
」、
と
は
い
え
よ
う
。
よ
り

噛
み
砕
い
て
い
う
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
人
間
の
「
自
然
状
態
」
が
闘
争
状

態
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
闘
争
状
態
で
出
来
る
こ
と
な
ど

の
「
自
然
権
」
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
市
民
社
会
が
成
る
と
も
考
え
て

い
る
。
ま
さ
に
『
七
瀬
ふ
た
た
び
』
の
「
普
通
人
」
の
社
会
は
、
こ
れ

を
描
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。「
普
通
人
」
は
〈
敵
意
〉
を
隠
す
こ
と
で

「
自
然
権
」
を
放
棄
し
て
「
自
然
状
態
」
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と

で
、〈
敵
意
〉
む
き
出
し
の
闘
争
状
態
に
陥
ら
な
い
社
会
を
形
成
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
七
瀬
は
、「
精
神
感
応
能
力
者
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
普

通
人
」
ら
を
「
自
然
状
態
」
に
し
て
し
ま
い
、
社
会
の
機
能
を
停
止
さ

せ
て
し
ま
う
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
こ
の
思
想
は
、

現
代
の
人
権
思
想
な
ど
と
も
繋
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。『
七
瀬
ふ
た

た
び
』
で
描
か
れ
る
〈
敵
意
〉
を
隠
す
「
普
通
人
」
の
社
会
も
、
七
瀬

ら
異
質
な
「
超
能
力
者
」
を
強
く
排
除
す
る
と
い
う
態
度
に
問
題
は
あ

ろ
う
が
、
一
つ
の
規
範
的
な
社
会
の
有
り
様
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。〈
敵
意
〉
を
持
っ
た
こ
と
の
な
い
人
な
ど
、
現
実
に
も
ま
ず
い
な
い

の
だ
か
ら
。 

     


