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北
杜
夫
と
世
田
谷 

―
「
駿
馬
」
に
み
る
羽
根
木
公
園 

―

若

井

健

一
、
は
じ
め
に

北
杜
夫
（
本
名
斎
藤
宗
吉
、
一
九
二
七
～
二
〇
一
一
）
は
、
現
在
の

東
京
都
港
区
南
青
山
に
歌
人
・
斎
藤
茂
吉
と
そ
の
妻
・
輝
子
の
次
男
と

し
て
生
ま
れ
た
。
北
が
発
表
し
た
作
品
の
多
彩
さ
に
比
べ
、
彼
に
関
す

る
研
究
論
文
が
少
な
い
こ
と
、
か
つ
そ
の
論
文
の
種
類
も
『
夜
と
霧
の

隅
で
』（
一
九
六
〇
）
を
は
じ
め
と
し
た
代
表
作
の
作
品
論
、
旧
制
松

本
高
等
学
校
在
学
時
か
ら
親
し
ん
で
い
た
「
山
」
や
彼
が
晩
年
ま
で
患

っ
て
い
た
躁
う
つ
病
を
テ
ー
マ
に
据
え
た
作
家
論
が
多
く
を
占
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
拙
稿
「
北
杜
夫
作
品
に
お
け
る
音
楽　

―
『
牧
神

の
午
後
』『
幽
霊
』
を
中
心
に

―
」（『
成
城
国
文
学
』
三
十
九
号
、

二
〇
二
三
）
に
て
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
前
稿
で
は
、
北
が
物
書
き

を
目
指
す
途
上
に
あ
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
ま
で
研
究
論
文
で
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
東
北
大
学
医
学

部
在
学
時
を
軸
と
し
て
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
。
北
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ

る
際
、
旧
制
高
校
時
代
を
過
ご
し
た
松
本
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
こ
と

は
多
い
も
の
の
、
大
学
時
代
を
過
ご
し
た
仙
台
に
フ
ォ
ー
カ
ス
を
当
て

た
も
の
は
殆
ど
見
ら
れ
な
い
の
が
実
情
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

仙
台
と
同
じ
く
北
に
ゆ
か
り
の
あ
る
土
地
の
中
で
あ
り
な
が
ら
も
同
じ

よ
う
に
論
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
い
の
が
、
東
京
・
世
田

谷
で
あ
る
。

北
と
世
田
谷
の
つ
な
が
り
は
、
彼
が
生
ま
れ
る
約
三
年
前
の
一
九
二

四
年
一
二
月
に
、
祖
父
・
斎
藤
紀
一
が
設
立
し
た
青
山
脳
病
院
が
火
災

で
焼
失
し
た
こ
と
を
機
に
世
田
谷
区
松
原
へ
移
転
し
た
こ
と
か
ら
始
ま

る1

。
し
か
し
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ
り
病
院
は
再
度
焼
失
、
北
自
身
も
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旧
制
松
本
高
校
へ
の
進
学
に
よ
り
寮
に
住
み
始
め
た
こ
と
か
ら
一
度
は

世
田
谷
か
ら
離
れ
る
が
、『
ど
く
と
る
マ
ン
ボ
ウ
航
海
記
』（
一
九
六

〇
）
ヒ
ッ
ト
後
、
再
び
松
原
に
戻
り
晩
年
ま
で
居
住
し
た
。
今
ま
で

「
世
田
谷
」
を
テ
ー
マ
に
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
理
由

と
し
て
は
、
彼
の
幼
少
期
の
体
験
は
生
ま
れ
の
地
で
あ
る
青
山
で
の
も

の
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
北
に
関

す
る
論
文
や
論
評
が
多
数
発
表
さ
れ2

、
か
つ
新
潮
社
よ
り
『
北
杜
夫
全

集
』
が
出
版
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
代3

は
ま
だ
世
田
谷
を
舞
台
と
し
た
作

品
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
一
九
九
〇
年
に
入
っ
て
か

ら
、
北
は
幼
少
期
を
回
想
す
る
形
で
世
田
谷
の
情
景
を
作
品
内
に
盛
り

込
ん
だ
り
、
エ
ッ
セ
イ
に
綴
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
も
の
の
、

未
だ
に
研
究
論
文
の
題
材
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。

こ
の
よ
う
に
北
杜
夫
と
「
世
田
谷
」
は
近
い
場
所
に
あ
り
な
が
ら
研

究
題
材
と
し
て
は
遠
い
関
係
性
に
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
世
田
谷
の
地

を
舞
台
と
し
た
短
篇
作
品
「
駿
馬
」（『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』
所
収
）

を
取
り
上
げ
、
北
に
と
っ
て
長
年
住
み
続
け
た
世
田
谷
と
い
う
土
地
が

ど
の
よ
う
な
立
ち
位
置
に
あ
っ
た
の
か
を
考
察
す
る
。
従
来
の
研
究
に

於
い
て
「
青
山
」「
松
本
」
を
中
心
と
し
て
提
唱
さ
れ
て
き
た
「
北
杜

夫
の
原
点
」
の
再
検
討
を
行
い
た
い
。

な
お
、「
駿
馬
」
本
文
の
引
用
は
『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』
文
庫
版

（
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
）
に
拠
っ
た
。

二
、
作
品
概
要

本
作
の
初
出
は
『
小
説
新
潮
』（
新
潮
社
）
一
九
九
二
年
一
二
月
号

で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
に
短
篇
集
『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』（
新

潮
社
）
の
一
篇
と
し
て
収
録
さ
れ
た
。
晩
年
に
か
け
て
エ
ッ
セ
イ
の
執

筆
が
活
動
の
大
半
を
占
め
て
い
た
北
に
と
っ
て
、
本
書
が
生
前
に
刊
行

さ
れ
た
最
後
の
短
篇
集
と
な
っ
た4

。

こ
の
短
篇
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
群
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
て
い
な
が
ら
も
、
多
く
の
作
品
に
共
通

し
て
「
幻
覚
」、
そ
し
て
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
の
要
素
が
現
わ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

本
作
の
あ
ら
す
じ
を
記
す
。

「
私
」
は
妻
、
娘
夫
婦
、
孫
と
と
も
に
羽
根
木
公
園
で
開
催
さ
れ

て
い
る
「
梅
祭
り
」
へ
出
か
け
、
人
混
み
の
中
を
か
い
く
ぐ
り
な

が
ら
歩
い
て
い
た
。
屋
台
の
並
ぶ
道
の
中
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
イ

カ
を
焼
く
火
や
人
い
き
れ
の
影
響
で
ム
ッ
と
濁
っ
た
よ
う
な
空
気

が
立
ち
込
め
て
お
り
、
足
腰
が
弱
っ
て
い
た
「
私
」
は
疲
れ
と
息
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苦
し
さ
を
感
じ
、
意
識
が
朦
朧
と
し
て
い
っ
た
。

し
ば
ら
く
経
ち
ふ
と
目
を
開
く
と
、
そ
こ
は
第
二
次
世
界
大
戦
末

期
の
ド
イ
ツ
で
あ
っ
た
。
周
り
の
兵
士
の
叫
ぶ
声
を
聞
き
、
た
っ

た
今
ソ
連
軍
が
迫
っ
て
き
て
お
り
ベ
ル
リ
ン
ま
で
逃
げ
な
け
れ
ば

い
け
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
彼
は
、
明
確
に
命
の
危
機

に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。

死
に
物
狂
い
で
走
っ
て
い
た
「
私
」
で
あ
っ
た
が
、
後
方
か
ら
馬

が
走
っ
て
く
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
後
ろ
を
振
り
返
る
と
、
若

い
女
が
一
頭
の
黒
い
馬
の
鞍
に
ま
た
が
り
、
さ
ら
に
も
う
一
頭
の

馬
の
手
綱
を
引
き
な
が
ら
襲
フ
ル
・
ギ
ャ
ロ
ッ
プ
歩
で
疾
駆
し
て
く
る
姿
が
あ
っ
た
。

目
の
前
に
現
れ
た
若
い
女
は
、
汗
ま
み
れ
に
な
っ
た
馬
か
ら
最
後

の
一
頭
に
乗
り
換
え
て
い
っ
た
。
先
程
ま
で
乗
っ
て
い
た
馬
は
残

さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。「
私
」
は
か
ね
て
よ
り
乗
馬
を
趣
味
と
し

て
お
り
、
若
い
頃
か
ら
夏
の
軽
井
沢
で
経
験
を
積
ん
で
い
る
。

「
私
」
は
銃
声
と
砲
声
の
轟
く
こ
の
場
所
か
ら
生
き
延
び
る
に
は

こ
の
馬
に
乗
る
し
か
な
い
と
考
え
た
。
そ
の
黒
馬
は
た
く
ま
し
い

種ス
タ
リ
オ
ン

馬
で
あ
り
、
少
し
ず
つ
馬
の
体
力
も
回
復
し
、
た
ち
ま
ち
疾
走

を
始
め
た
。
彼
は
な
ん
と
か
し
が
み
つ
き
、
命
か
ら
が
ら
ベ
ル
リ

ン
市
街
へ
と
辿
り
着
い
た
。

「
私
」
は
馬
に
揺
ら
れ
な
が
ら
空
気
の
澄
ん
だ
並
木
道
を
歩
い
て

い
た
と
こ
ろ
、
樹
木
の
影
に
鉄
兜
を
か
ぶ
っ
た
少
年
兵
を
見
つ
け

る
。「
私
」
は
首
都
ベ
ル
リ
ン
を
死
守
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、

片
手
に
バ
ズ
ー
カ
砲
を
持
っ
た
愛
く
る
し
い
少
年
兵
で
あ
る
こ
と

に
驚
愕
し
た
。
玉
砕
の
決
意
の
に
じ
む
よ
う
な
決
死
の
眼
差
し
を

し
た
彼
ら
を
見
て
、
老
い
た
「
私
」
の
目
に
は
不
意
に
涙
が
溢
れ
、

視
野
が
霞
ん
で
い
っ
た
。

ハ
ッ
と
目
を
開
く
と
、
そ
こ
は
元
居
た
羽
根
木
公
園
で
あ
っ
た
。

「
私
」
は
意
識
が
遠
の
い
て
い
た
こ
と
を
家
族
に
心
配
さ
れ
た
が
、

大
丈
夫
だ
と
い
う
ふ
う
に
頷
い
た
。
彼
ら
は
再
び
梅
林
へ
と
向
か

っ
た
。「
私
」
に
と
っ
て
は
、
緑
に
満
ち
た
こ
の
清
浄
な
空
気
が
、

先
程
ま
で
の
ベ
ル
リ
ン
の
並
木
道
の
す
が
す
が
し
い
大
気
に
似
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

本
作
お
よ
び
『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』
に
関
す
る
先
行
研
究
は
決
し

て
多
く
は
な
く
、
か
つ
そ
の
う
ち
の
多
く
が
こ
の
「
幻
覚
」、
タ
イ
ム

ス
リ
ッ
プ
を
主
と
す
る
「
時
間
」
を
テ
ー
マ
に
論
じ
る
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
菅
野
昭
正
は
、
新
潮
文
庫
版
の
解
説
で
、「
不
快
さ
、
重
苦
し

さ
、
醜
さ
等
々
に
汚
染
さ
れ
た
現
実
か
ら
、
で
き
れ
ば
遠
ざ
か
っ
て
い

た
い
と
い
う
心
の
姿
勢
」
が
短
篇
集
を
通
し
て
見
て
取
れ
、「
駿
馬
」

に
お
け
る
「
私
」
は
、
梅
祭
り
が
開
催
さ
れ
て
い
る
羽
根
木
公
園
で
感
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じ
た
疲
れ
か
ら
の
「
現
実
忌
避
」
に
よ
り
第
二
次
世
界
大
戦
末
期
の
ド

イ
ツ
の
幻
視
を
見
て
い
る
と
推
察
し
て
い
る5

。

ま
た
、
戸
田
一
康
は
、『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』
を
取
り
上
げ
た
論

考
に
於
い
て
、
直
接
「
駿
馬
」
へ
の
言
及
は
お
こ
な
っ
て
い
な
い
も
の

の
、『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
主
人
公
が

「
幻
想
、
幻
視
」
を
通
過
し
て
「
消
滅
」
へ
と
至
る
流
れ
が
あ
り
、
か

つ
本
書
に
お
け
る
「
時
間
」
は
、
現
在
か
ら
未
来
の
消
滅
へ
至
る
と
い

う
直
線
的
な
流
れ
で
は
な
く
、
現
在
か
ら
一
旦
過
去
に
戻
り
、
そ
こ
か

ら
改
め
て
未
来
へ
向
か
う
と
い
う
複
雑
な
道
筋
を
辿
る
と
指
摘
し
て
い

る6

。こ
の
よ
う
に
、「
駿
馬
」
お
よ
び
『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』
に
関
す

る
論
考
は
「
幻
覚
」「
時
間
」
に
関
わ
る
言
及
が
中
心
と
な
っ
て
展
開

さ
れ
て
い
る
が
、
本
作
を
論
ず
る
上
で
は
「
羽
根
木
公
園
」
と
い
う
舞

台
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿
で
は
、「
駿

馬
」
を
「
場
所
」
の
観
点
か
ら
捉
え
な
お
し
、
具
体
的
に
は
本
作
の
舞

台
と
し
て
「
羽
根
木
公
園
」
が
置
か
れ
た
意
義
に
関
し
て
、
羽
根
木
公

園
の
歴
史
、
そ
し
て
北
杜
夫
の
人
物
史
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
論
じ
て
い

く
。
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三
、「
駿
馬
」
の
舞
台
・
羽
根
木
公
園
／
根
津
山

１　

根
津
山
と
北
杜
夫

羽
根
木
公
園
は
一
九
五
六
年
、
東
京
都
世
田
谷
区
代
田
に
都
立
公
園

と
し
て
開
設
さ
れ
た
。
小
田
急
電
鉄
小
田
原
線
の
梅
ヶ
丘
駅
に
ほ
ど
近

い
場
所
に
広
大
な
敷
地
を
も
っ
て
造
成
さ
れ
、
一
九
六
五
年
に
は
世
田

谷
区
へ
と
移
管
さ
れ
て
い
る
。
園
内
に
は
六
五
〇
本
に
及
ぶ
梅
が
植
樹

さ
れ
て
お
り
、
毎
年
二
月
上
旬
か
ら
三
月
上
旬
に
か
け
て
「
せ
た
が
や

梅
ま
つ
り
」
が
開
催
さ
れ
て
い
る7

。

な
お
、
公
園
と
し
て
開
設
さ
れ
る
前
は
、
こ
こ
は
森
林
の
広
が
る
台

地
で
あ
っ
た
。
こ
の
台
地
は
も
と
も
と
一
七
〇
〇
年
頃
に
「
六
郎
次
」

と
い
う
鍛
冶
屋
が
住
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
「
六
郎
次
山
」
と
呼
ば
れ
て

い
た
が
、
東
武
鉄
道
な
ど
の
経
営
、
事
業
に
関
わ
っ
た
根
津
嘉
一
郎

（
一
八
六
〇
～
一
九
四
〇
）
に
よ
る
根
津
財
閥
が
土
地
の
一
部
を
所
有

し
て
い
た
こ
と
か
ら
「
根
津
山
」
と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た8

。
櫟

や
松
が
生
い
茂
る
林
で
は
あ
っ
た
が
、
手
入
れ
も
さ
れ
踏
跡
道
も
つ
い

て
お
り
散
策
道
に
も
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
に
入

る
と
防
空
壕
が
掘
ら
れ
木
々
も
燃
料
と
し
て
伐
採
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

と
な
る9

。

羽根木公園周辺地図
（地理院地図 / GSI Maps - 国土地理院ホームページより）
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北
は
、
羽
根
木
公
園
と
の
縁
を
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
。

羽
根
木
公
園
と
私
は
少
し
ゆ
か
り
が
あ
る
。（
中
略
）

そ
の
当
時
、
羽
根
木
公
園
の
一
帯
は
、
根
津
山
と
い
っ
て
ク
ヌ
ギ

や
ナ
ラ
の
森
林
で
あ
っ
た
も
の
だ
。
虫
好
き
の
私
は
よ
く
、
夜
出

か
け
て
行
っ
て
、
樹
液
に
集
ま
る
カ
ブ
ト
ム
シ
や
カ
ナ
ブ
ン
を
捕

え
た
。
梅
ヶ
丘
は
そ
の
頃
は
郊
外
で
あ
っ
た
か
ら
、
ふ
つ
う
の
カ

ナ
ブ
ン
の
ほ
か
に
珍
し
い
ク
ロ
カ
ナ
ブ
ン
も
い
た
。
樹
液
に
は
夜

蛾
の
た
ぐ
い
や
ゲ
ジ
ゲ
ジ
も
集
ま
っ
て
く
る
の
で
、
広
大
な
根
津

山
は
な
に
か
怪
奇
じ
み
て
幻
想
的
に
思
わ
れ
た
も
の
で
あ
る10

。

無
類
の
昆
虫
好
き
で
あ
っ
た
北
は
幼
少
の
頃
、
根
津
山
へ
昆
虫
採
集

に
出
か
け
て
い
た
。

当
時
の
北
は
、
現
在
の
東
京
都
港
区
青
山
に
暮
ら
し
て
い
た
が
、

母
・
輝
子
の
別
居
を
契
機
と
し
て
世
田
谷
へ
と
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。

一
九
三
三
年
一
一
月
、
北
が
六
歳
の
頃
に
発
生
し
た
、
通
称
「
ダ
ン
ス

ホ
ー
ル
事
件11

」
に
輝
子
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
、
彼
女
は
夫
・

斎
藤
茂
吉
の
怒
り
を
買
い
、
家
を
出
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
北

や
兄
弟
は
母
親
の
失
踪
の
理
由
を
一
切
聞
か
さ
れ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
が

輝
子
の
居
場
所
を
知
る
の
は
そ
れ
か
ら
一
年
が
経
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
っ
た12

。

家
を
出
た
輝
子
は
滞
在
場
所
を
転
々
と
し
な
が
ら
、
最
終
的
に
世
田

谷
区
松
原
に
あ
っ
た
、
輝
子
の
弟
・
斎
藤
西
洋
の
家
で
過
ご
す
よ
う
に

な
る
。
彼
の
家
は
、
火
災
を
機
に
青
山
か
ら
松
原
に
移
転
さ
れ
た
青
山

脳
病
院
本
院
の
、
そ
の
脇
に
構
え
ら
れ
て
い
た
。
北
は
次
第
に
、
兄
弟

と
共
に
松
原
の
母
の
も
と
に
会
い
に
行
く
よ
う
に
な
り
、
そ
の
際
に
近

所
に
あ
っ
た
根
津
山
へ
足
を
運
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。

根
津
山
に
は
、
青
山
の
自
宅
周
辺
に
は
い
な
い
虫
も
生
息
し
て
お
り
、

「
楢
や
櫟
の
樹
液
に
集
ま
る
昆
虫
類
の
宝
庫
」
で
あ
っ
た
と
い
う13

。

根
津
山
へ
は
夜
に
向
か
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
樹
液
に
来
る
虫
は
夜

の
ほ
う
が
多
く
集
ま
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
北
は
、
深
山
を
思
わ
せ
る
樹

木
の
林
立
し
て
い
る
夜
の
根
津
山
へ
一
人
で
向
か
う
こ
と
に
怖
さ
を
感

じ
て
い
た
た
め
、
決
ま
っ
て
従
兄
弟
に
つ
い
て
き
て
も
ら
っ
て
い
た
。

短
篇
「
根
津
山
」（『
母
の
影
』
所
収
）
で
は
、
夜
の
根
津
山
探
検
の
様

子
が
鮮
明
な
感
動
を
も
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
今
も
私
は
は
っ
き
り
と
憶
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

漆
黒
の
夜
の
、
あ
の
深
山
の
森
林
の
ご
と
く
ひ
っ
そ
り
と
し
た
夜

気
を
。
懐
中
電
灯
の
淡
い
光
の
輪
の
中
に
、
足
元
に
つ
づ
く
落
葉

の
た
ま
っ
た
湿
っ
た
土
の
径
を
。
更
に
、
懐
中
電
灯
を
あ
げ
て
み
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る
と
、
楢
の
ざ
ら
ざ
ら
し
た
黒
ず
ん
だ
幹
が
幽
玄
に
浮
び
あ
が
る
。

そ
の
太
い
の
や
細
い
の
や
奇
怪
な
幹
の
列
は
、
側
方
に
も
前
方
に

も
無
限
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
を
、
私
た
ち
は
足
音

を
忍
ば
せ
て
縫
っ
て
ゆ
く
の
だ
っ
た14

。

視
界
の
は
っ
き
り
と
し
な
い
深
山
の
中
を
、
五
感
を
研
ぎ
澄
ま
せ
な

が
ら
彼
ら
は
歩
い
て
ゆ
く
。
特
に
、
樹
々
の
肌
の
感
触
や
靴
で
踏
み
し

め
て
歩
く
湿
っ
た
土
の
径
の
質
感
と
い
う
、
自
然
界
が
生
み
出
す
現
象

を
目
の
前
で
体
感
し
て
い
る
か
の
如
き
筆
致
で
綴
っ
て
い
く
。

い
た
、
い
た
。
ざ
ら
ざ
ら
と
し
た
太
い
幹
か
ら
泌
み
で
る
甘
美
な

蜜
の
上
に
つ
ど
い
這
い
ず
っ
て
い
る
甲
虫
た
ち
。
カ
ブ
ト
ム
シ
は

い
か
め
し
い
角
を
ふ
り
た
て
て
上
方
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
。
そ

の
下
方
に
七
、
八
匹
の
ふ
つ
う
の
カ
ナ
ブ
ン
。
そ
れ
ら
は
も
う
何

十
匹
と
な
く
捕
え
て
い
る
か
ら
、
多
少
翅
鞘
の
色
の
変
っ
た
奴
を

見
つ
け
た
と
き
に
の
み
毒
管
に
入
れ
る
。
し
か
し
、
目
ざ
す
獲
物

は
こ
の
樹
に
は
い
な
い
。

ま
た
幹
に
手
を
つ
き
つ
つ
、
小
径
と
も
言
え
ぬ
落
葉
の
た
ま
っ
た

土
の
上
を
歩
く
。
今
度
の
あ
の
樹
に
は
？　

そ
う
、
祈
る
よ
う
に

期
待
し
て
い
た
と
お
り
だ
っ
た
。
私
は
つ
い
に
発
見
す
る
、
漆
黒

の
夜
よ
り
も
黒
く
光
沢
の
あ
る
ク
ロ
カ
ナ
ブ
ン
の
何
と
も
形
容
し

が
た
い
姿
を
。
私
の
心
は
何
も
の
へ
と
も
つ
か
ぬ
歓
喜
に
満
ち
満

ち
る
。
手
を
の
ば
し
て
、
私
に
と
っ
て
は
宝
石
と
言
っ
て
よ
い
そ

の
甲
虫
を
摑
む
。
し
ば
ら
く
肢
を
動
か
し
て
い
る
そ
の
姿
を
、
昆

虫
マ
ニ
ア
の
み
が
知
る
お
の
の
き
と
共
に
眺
め
や
る
。
そ
れ
か
ら

毒
管
に
入
れ
る
と
、
そ
の
黒
く
固
い
天
使
は
、
肢
を
ち
ぢ
こ
ま
せ
、

や
が
て
息
絶
え
る
。
あ
あ
、
根
津
山
の
夜
は
少
し
こ
わ
か
っ
た
け

れ
ど
、
私
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
憧
憬
に
満
ち
た
天
国
と
呼

ん
で
も
誇
張
で
は
な
い
場
所
だ
っ
た
の
だ15

。

本
作
は
回
想
の
形
で
は
あ
る
が
、
夜
の
根
津
山
の
場
面
は
史
的
現
在

で
描
か
れ
、
ク
ロ
カ
ナ
ブ
ン
と
の
邂
逅
が
臨
場
感
を
有
し
て
綴
ら
れ
て

い
る16

。
当
時
の
北
に
と
っ
て
根
津
山
は
「
憧
憬
に
満
ち
た
天
国
」
で
あ

っ
た
が
、
一
九
四
五
年
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
空
襲
に
よ
っ
て
焼
き

尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
。
百
箱
に
及
ぶ
彼
の
昆
虫
標
本
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

も
こ
の
時
す
べ
て
灰
と
な
っ
て
し
ま
っ
た17

。

２　

根
津
山
と
戦
災

当
時
の
根
津
山
を
知
る
世
田
谷
区
民
の
戦
争
体
験
の
「
語
り
」
が
残
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さ
れ
て
い
る
。

根
津
山
は
子
ど
も
た
ち
の
絶
好
な
遊
び
場
で
し
た
。
ク
ヌ
ギ
、
ナ

ラ
、
カ
シ
の
木
な
ど
の
雑
木
林
と
笹
が
生
い
茂
り
、
武
蔵
野
の
面

影
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

戦
時
中
は
町
内
会
総
出
で
、
防
空
壕
を
掘
っ
た
ん
で
す
よ
。

戦
争
末
期
の
昭
和
二
〇
年
五
月
二
五
日
ア
メ
リ
カ
軍
の
空
襲
で
、

梅
丘
を
狙
っ
た
焼
夷
弾
が
西
か
ら
の
強
風
に
あ
お
ら
れ
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
根
津
山
方
面
に
流
れ
た
お
か
げ
で
町
の
大
部
分
は
焼
失

を
免
れ
た
ん
で
す
よ
。
し
か
し
梅
ヶ
丘
駅
周
辺
の
一
部
の
商
店
や

住
宅
が
焼
け
ま
し
た
。

（
鈴
木
壽
氏
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
当
時
七
三
歳18

）

同
日
の
空
襲
に
つ
い
て
、
当
時
代
田
二
丁
目
に
居
住
し
て
い
た
区
民

の
手
記
も
紹
介
す
る
。

五
月
二
五
日　

金　

晴

き
の
う
の
空
襲
で
ま
だ
あ
ち
こ
ち
痛
む
か
ら
だ
を
も
て
余
し
て
い

る
う
ち
に
、
内
心
恐
れ
て
い
た
サ
イ
レ
ン
が
ひ
び
き
渡
っ
た
。
電

燈
を
消
す
。
闇
の
中
に
ラ
ジ
オ
の
一
点
の
灯
ブ
ザ
ー
が
ビ
ー
ッ
、

ビ
ー
ッ
。「
東
部
軍
管
区
情
報
。
東
部
軍
管
区
情
報
。
警
戒
警
報

発
令
。
敵
大
編
隊
は
南
方
洋
上
を
北
上
し
つ
つ
あ
り
」（
中
略
）

突
如
、
敵
の
編
隊
に
小
さ
な
味
方
戦
闘
機
が
ツ
、
ツ
ー
ッ
と
近
づ

く
と
見
る
や
、
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
の
光
芒
の
中
で
体
当
り
、
二
機
は

た
ち
ま
ち
火
を
吹
き
、
根
津
山
の
山
か
げ
の
方
角
に
き
り
も
み
に

墜
落
す
る
。

「
あ
ッ
、
落
ち
て
来
る
‼
」
耳
も
と
で
妹
が
叫
ん
だ
。
ザ
、
ザ
、

ザ
ー
ッ
。
ス
ト
ー
ン
、
ス
ト
ー
ン
、
耳
を
つ
ん
ざ
く
音
。
瞬
間
に

池
の
面
全
体
が
燃
え
上
が
る
。
黒
煙
と
真
紅
の
炎
が
三
メ
ー
ト
ル

も
吹
き
上
が
る
。
松
の
大
木
が
い
く
本
も
立
っ
た
ま
ま
バ
リ
バ
リ

と
燃
え
、
梢
か
ら
火
の
粉
を
ま
き
散
ら
す
。
闇
夜
は
一
瞬
に
火
の

海
と
化
し
、
し
お
り
戸
も
植
込
み
も
生
け
が
き
も
、
庭
じ
ゅ
う
が

ゴ
ウ
ゴ
ウ
と
う
な
り
な
が
ら
燃
え
て
い
る
。（
中
略
）

全
身
の
力
を
ふ
り
し
ぼ
り
、
自
ら
を
む
ち
打
ち
、
敢
闘
す
る
こ
と

四
時
間
余
り
。
つ
い
に
消
し
と
め
た
。
全
身
ぬ
れ
ね
ず
み
、
腕
の

つ
け
根
は
焼
け
つ
く
よ
う
な
疼
痛
。
黒
煙
と
火
の
粉
に
や
ら
れ
た

目
は
痛
み
、
の
ど
は
苦
し
く
、
声
を
出
す
気
力
も
な
い
。

明
け
方
に
な
っ
て
い
た
。
薄
明
り
に
見
廻
す
周
囲
は
目
の
届
く
限

り
、
一
夜
の
う
ち
に
無
惨
な
焼
け
野
原
に
変
わ
っ
て
い
た
。
も
う
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飛
行
機
の
爆
音
も
、
声
も
、
な
に
も
聞
こ
え
ず
、
静
ま
り
返
っ
た

焼
跡
の
あ
ち
こ
ち
に
遠
く
近
く
立
ち
昇
る
薄
煙
が
、
暁
の
中
に
幽

霊
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
近
所
の
人
た
ち
の
姿
は
ど
こ
に
も
見
え
な

か
っ
た
。
す
ぐ
近
く
の
根
津
山
の
横
穴
式
防
空
壕
に
み
ん
な
待
避

し
た
の
だ
ろ
う
か
。（
中
略
）

き
の
う
ま
で
の
み
ず
み
ず
し
い
緑
、
若
葉
の
か
お
る
五
月
の
風
を

思
い
浮
か
べ
な
が
ら
、
悪
魔
の
所
業
に
も
似
た
こ
の
暴
戻
さ
に
、

つ
き
上
げ
る
憤
り
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。

（
杉
山
杜
美
子
氏
、
一
九
四
五
年
当
時
二
一
歳19

）

根
津
山
と
そ
の
一
帯
に
被
害
を
及
ぼ
し
た
一
九
四
五
年
五
月
二
四
、

二
五
日
の
空
襲
は
世
田
谷
区
に
と
っ
て
も
最
大
規
模
と
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ま
で
被
害
の
少
な
か
っ
た
区
部
の
残
存
部
を
潰
滅
さ
せ
、

被
災
者
数
は
両
日
合
わ
せ
て
四
万
人
以
上
に
の
ぼ
っ
た20

。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
空
襲
に
よ
っ
て
、
斎
藤
家
は
青
山
の
脳
病
院
分

院
を
失
っ
た
。
一
家
は
青
山
で
被
災
し
、
ま
た
松
原
の
脳
病
院
本
院
は

す
で
に
東
京
都
へ
と
移
譲
さ
れ
て
「
東
京
都
立
松
沢
病
院　

梅
ヶ
丘
分

院
」
と
な
っ
て
い
た
た
め
斎
藤
家
の
手
を
離
れ
て
い
た
。
北
は
終
戦
間

近
に
な
っ
て
旧
制
松
本
高
校
に
入
学
し
た
た
め
東
京
を
離
れ
て
お
り
、

焼
失
し
た
病
院
を
見
た
の
は
被
災
か
ら
、
そ
し
て
終
戦
か
ら
一
年
以
上

経
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
北
が
旧
制
松
本
高
校
時
代
に
つ
け
て
い
た
日

記
に
よ
れ
ば
、
病
院
の
跡
地
に
赴
い
た
の
は
一
九
四
六
年
一
二
月
二
九

日
～
三
一
日
と
推
察
さ
れ
る
。

12
月
31
日

29
日
に
東
京
へ
帰
っ
た
。
冷
い
し
み
る
様
な
寒
さ
は
さ
す
が
に
感

ぜ
ら
れ
ぬ
。（
中
略
）

梅
ヶ
丘
の
鼠
〔
根
津
〕
山
は
な
つ
か
し
い
。
初
め
て
病
院
の
焼
跡

を
見
た
。
ト
タ
ン
屋
の
中
に
灯
が
つ
い
て
、
防
火
壁
の
み
寂
し
く

立
っ
て
い
た
。
正
門
前
の
建
物
は
残
っ
て
い
て
、
住
宅
の
方
は
何

の
被
害
も
な
い
様
だ
。
何
と
か
云
う
表
札
が
か
か
っ
て
い
た
。
一

寸
し
た
感
慨
が
胸
を
か
す
め
た21

。

ま
た
、
北
は
翌
年
春
の
帰
省
の
際
に
も
根
津
山
へ
足
を
運
ん
で
お
り
、

三
月
一
九
日
に
記
さ
れ
た
日
記
に
は
、
そ
の
様
子
が
詳
ら
か
に
綴
ら
れ

て
い
る
。

自
分
は
そ
れ
か
ら
梅
ヶ
丘
へ
出
て
、
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
を
一
袋
買
っ
て

ネ
ズ
山
へ
登
っ
て
行
っ
た
。
日
は
当
っ
て
い
た
が
風
が
冷
た
か
っ

た
。
こ
こ
に
も
幼
い
時
の
、
い
や
ほ
ん
の
少
し
前
の
、
だ
が
も
う
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昔
の
様
な
気
が
す
る
思
い
出
が
あ
る
。
く
ぬ
ぎ
や
楢
も
炭
に
す
る

た
め
伐
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
笹
だ
け
が
風
に
吹
か
れ
て
サ
ラ
サ
ラ

と
鳴
っ
た
。
と
足
音
に
オ
ド
ロ
い
て
見
知
ら
ぬ
鳥
が
十
数
羽
飛
び

立
っ
た
。
こ
れ
だ
け
の
木
立
で
も
、
こ
れ
だ
け
の
鳥
が
あ
つ
ま
る
。

（
中
略
）

あ
ま
り
寒
い
の
で
山
を
下
り
た
。
麦
が
こ
ん
な
に
も
大
き
く
な
っ

て
い
る
。
一
つ
の
家
の
庭
に
梅
が
咲
い
て
い
た
。
ド
ブ
川
を
一
つ

わ
た
り
か
け
た
ら
、
こ
こ
に
も
大
き
な
思
い
出
が
残
っ
て
い
た
。

こ
の
川
に
サ
サ
舟
や
板
キ
レ
を
う
か
べ
て
昌
子
〔
妹
〕
や
透
ち
ゃ

ん
、
喬
ち
ゃ
ん
〔
と
も
に
従
兄
弟
〕
な
ど
と
、
こ
の
岸
を
か
け
な

が
ら
つ
い
て
行
っ
た
の
は
、
あ
の
頃
だ
っ
た
。
梅
ヶ
丘
の
停
車
場

を
見
つ
け
て
、
随
分
遠
く
へ
来
た
な
と
思
っ
た
あ
の
頃
。
恐
ら
く

麦
が
の
び
て
い
た
に
違
い
な
い22

。

根
津
山
の
樹
々
は
す
で
に
刈
り
取
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
の
怪
奇
じ

み
た
様
相
は
消
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。

空
襲
に
よ
り
根
津
山
は
荒
れ
果
て
、
そ
し
て
脳
病
院
本
院
と
通
い
慣

れ
た
叔
父
の
家
も
別
の
人
の
手
に
わ
た
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
北
と
こ

の
土
地
の
関
係
は
途
切
れ
て
し
ま
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
が
、

世
田
谷
と
斎
藤
家
に
は
ま
だ
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
。
終
戦
の
翌
年
で
あ

る
一
九
四
六
年
に
輝
子
が
代
田
に
家
を
見
つ
け
、
長
男
の
茂
太23

ら
と
住

み
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
年
に
は
茂
吉
も
山
形
の
疎
開
先
か
ら

引
き
あ
げ
、
一
家
で
住
ま
う
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
当
時
の
北
は
引
き

続
き
松
本
に
、
そ
し
て
卒
業
後
は
東
北
大
学
医
学
部
進
学
を
機
に
宮
城

県
仙
台
市
に
移
住
し
た
の
で
同
居
は
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
帰
省
す
る

際
は
こ
の
家
に
寝
泊
ま
り
を
し
て
い
た24

。

代
田
で
新
た
な
生
活
を
始
め
た
斎
藤
家
で
は
あ
っ
た
が
、
約
三
年
後

の
一
九
五
〇
年
に
は
新
宿
区
大
京
町
へ
と
転
居
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

れ
に
よ
り
北
と
世
田
谷
は
ま
た
縁
が
切
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、
両
者
を

再
び
繋
ぎ
止
め
た
の
が
一
九
六
〇
年
の
『
ど
く
と
る
マ
ン
ボ
ウ
航
海

記
』
の
ヒ
ッ
ト
と
同
年
の
『
夜
と
霧
の
隅
で
』
で
の
芥
川
龍
之
介
賞
受

賞
、
そ
し
て
翌
年
の
結
婚
で
あ
っ
た
。
同
年
、
新
居
を
立
て
る
た
め
の

土
地
を
探
し
て
い
た
北
は
、『
航
海
記
』
の
担
当
編
集
者
で
あ
っ
た
中

央
公
論
社
の
宮
脇
俊
三25

か
ら
松
原
の
彼
の
自
宅
の
隣
に
あ
っ
た
土
地
を

紹
介
さ
れ
、
そ
こ
へ
の
居
住
を
決
め
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
後
生
涯
を

通
し
て
こ
の
地
に
住
ま
う
こ
と
と
な
っ
た26

。
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図1：1936年8月（丸印：青山脳病院本院）

図3：1963年6月

図2：1947年9月

図4：2019年11月
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図
１
～
４
は
根
津
山
と
羽
根
木
公
園
の
空
中
写
真
で
あ
る
（
出
典
：

地
理
院
地
図
／GSI M

aps - 

国
土
地
理
院
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）。
図
１

が
一
九
三
六
年
八
月
、
ち
ょ
う
ど
、
北
が
輝
子
に
会
い
に
世
田
谷
に
通

っ
て
い
た
時
期
と
重
な
る
。
中
心
に
見
え
る
森
林
が
根
津
山
で
、
丸
印

で
囲
っ
て
い
る
建
築
物
が
青
山
脳
病
院
本
院
で
あ
る
。

図
２
は
一
九
四
七
年
九
月
、
北
が
春
の
帰
省
で
根
津
山
を
訪
れ
た
の

が
こ
の
年
の
三
月
で
あ
っ
た
。
戦
前
と
比
べ
て
山
肌
が
禿
げ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
な
お
、
青
山
脳
病
院
本
院
は
こ
の
と
き
す
で
に
東
京
都

に
移
譲
さ
れ
て
東
京
都
立
松
沢
病
院
分
院
と
な
っ
て
お
り
、
斎
藤
家
の

手
を
離
れ
て
い
た
。

図
３
は
一
九
六
三
年
六
月
、
根
津
山
は
開
発
さ
れ
、
こ
の
時
に
は
す

で
に
羽
根
木
公
園
と
し
て
開
園
し
て
い
る
。
松
沢
病
院
分
院
は
一
九
五

二
年
一
一
月
に
東
京
都
立
梅
ヶ
丘
病
院
と
な
っ
て
い
る
。

図
４
は
二
〇
一
九
年
一
一
月
、
周
辺
の
宅
地
化
が
進
み
、
小
田
急
小

田
原
線
も
高
架
化
す
る
な
ど
、
街
の
姿
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
梅

ヶ
丘
病
院
は
二
〇
一
〇
年
に
閉
鎖
さ
れ
、
跡
地
に
は
東
京
リ
ハ
ビ
リ
テ

ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
世
田
谷
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

四
、「
駿
馬
」
に
お
け
る
主
人
公
「
私
」
と
北
杜
夫

１　
「
私
」
の
老
い
と
「
死
」
へ
の
意
識

こ
こ
ま
で
、
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
羽
根
木
公
園
、
そ
し
て
そ
の
前

身
の
根
津
山
に
つ
い
て
、
北
と
の
か
か
わ
り
を
挙
げ
つ
つ
述
べ
て
き
た

が
、
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
こ
こ
か
ら
は
「
駿
馬
」
の
作
品
の

全
体
像
を
見
て
い
く
。

第
二
章
に
て
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
た
が
、
本
作
は
主
人
公
で
あ
る

「
私
」
が
妻
、
娘
夫
婦
、
孫
と
と
も
に
羽
根
木
公
園
で
開
催
さ
れ
て
い

る
「
梅
祭
り
」
へ
出
か
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
主
人
公

「
私
」
の
人
物
像
は
序
盤
か
ら
明
示
さ
れ
て
い
る
。
世
田
谷
区
松
原
に

居
住
し
医
者
と
し
て
の
経
験
が
あ
り
、
同
時
に
作
家
生
活
を
長
く
続
け

て
き
た
彼
は
足
腰
を
悪
く
し
て
お
り
外
出
を
あ
ま
り
せ
ず
、
か
つ
面
倒

臭
が
り
で
あ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る27

。
こ
れ
ら
の
要
素
か
ら
も
、

主
人
公
と
そ
の
家
族
の
モ
デ
ル
が
北
杜
夫
一
家
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

実
際
、
主
人
公
「
私
」
の
家
族
構
成
と
北
一
家
の
構
成
は
合
致
し
て
お

り
、
作
中
で
は
登
場
人
物
の
名
前
こ
そ
明
か
さ
れ
ず
に
物
語
が
展
開
さ

れ
て
い
く
が
、
唯
一
「
孫
」
の
み
が
実
際
の
北
の
孫
と
同
じ
愛
称
の

「
フ
ミ
君
」
と
呼
ば
れ
る
場
面
が
あ
る28

。
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本
作
の
序
盤
で
は
、「
私
」
が
老
い
と
同
時
に
日
常
の
中
で
「
死
」

を
意
識
す
る
場
面
が
登
場
す
る
。「
私
」
が
大
地
震
を
恐
れ
る
箇
所
が

そ
れ
に
該
当
す
る
。

た
だ
、
今
年
は
異
常
気
象
で
あ
っ
て
、
春
に
な
っ
て
も
初
夏
に
な

っ
て
も
う
そ
寒
い
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
は
っ
き
り
寒
い
日
も
多
か
っ

た
。
私
は
、
い
よ
い
よ
大
地
震
が
襲
っ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
と
ま
で
疑
っ
た
。
そ
ろ
そ
ろ
大
地
震
の
く
る
周
期
で
、
関
東
大

震
災
以
上
の
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
八
く
ら
い
の
異
変
が
あ
っ
て
も
少

し
も
不
思
議
で
は
な
い
。（
中
略
）

私
は
妻
に
尋
ね
た
。

「
あ
の
地
震
用
に
買
っ
た
非
常
用
袋
は
ど
こ
に
あ
る
ん
だ
ね
？
」

「
さ
あ
…
…
、
ど
こ
だ
っ
た
か
し
ら
」

「
阿
呆
。
何
の
た
め
の
非
常
用
ザ
ッ
ク
な
ん
だ
！　

す
ぐ
に
捜
し

て
、
お
れ
と
お
前
の
寝
室
に
置
く
よ
う
に
し
て
く
れ
」

「
で
も
あ
な
た
、
あ
れ
を
買
っ
た
の
は
何
年
も
前
の
こ
と
よ
。
も

う
水
だ
っ
て
腐
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
し
、
缶
詰
だ
っ
て
危
な
い
も

ん
だ
わ
。
そ
れ
に
あ
れ
は
重
た
い
か
ら
、
あ
な
た
が
担
い
で
ヨ
タ

ヨ
タ
歩
い
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
死
ぬ
危
険
の
ほ
う
が
ず
っ
と
多
い
で

し
ょ
う
」

私
は
妻
の
言
葉
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

「
私
」
は
異
常
気
象
を
大
地
震
の
前
触
れ
な
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
、

妻
に
非
常
用
袋
の
場
所
を
尋
ね
る
が
、
心
も
と
な
い
言
葉
が
返
っ
て
く

る
。
そ
の
上
「
あ
な
た
が
担
い
で
ヨ
タ
ヨ
タ
歩
い
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
死

ぬ
危
険
の
ほ
う
が
ず
っ
と
多
い
」
と
反
論
さ
れ
、「
私
」
は
自
分
を
情

け
な
く
感
じ
て
い
る
。
こ
の
引
用
か
ら
も
、「
私
」
は
老
い
て
ゆ
く
中

で
の
避
け
ら
れ
な
い
「
死
」
の
接
近
と
、
地
震
と
い
う
自
然
現
象
に
よ

る
「
死
」
の
予
感
に
挟
ま
れ
な
が
ら
生
き
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

ど
ち
ら
に
せ
よ
人
間
の
力
で
は
逆
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い
事
象
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
の
「
梅
祭
り
」
の
日
、
孫
が
滑
り
台
で
遊
ん
で
い
る
間
、

私
は
閑
だ
っ
た
の
で
煙
草
を
喫
い
、
か
つ
こ
の
夏
の
乗
馬
に
備
え

て
木
馬
に
ま
た
が
っ
て
み
た
。
す
る
と
、
し
ょ
せ
ん
素
人
で
は
あ

る
が
、
か
な
り
の
歳
月
馬
に
乗
っ
て
き
た
だ
け
あ
っ
て
、
膝
が
か

な
り
き
つ
く
締
ま
る
の
を
実
感
し
た
。
私
が
乗
馬
を
覚
え
た
頃
は
、

ま
だ
軍
隊
式
に
膝
を
締
め
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
も
の
だ
。（
中

略
）

と
に
か
く
、
木
馬
に
子
供
の
よ
う
に
ま
た
が
っ
て
み
て
、
足
腰
が

す
っ
か
り
弱
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
膝
を
締
め
る
力
は
あ
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ん
が
い
残
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
私
は
安
堵
し
た
。
昨
夏
は
肝
臓

を
こ
わ
し
て
一
枚
も
原
稿
を
書
け
ず
、
だ
る
く
て
だ
る
く
て
鬱
気

味
に
な
っ
て
し
ま
い
、
馬
に
乗
る
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

「
私
」
は
、
自
分
の
不
健
康
を
省
み
て
、
こ
の
夏
に
は
軽
井
沢
で
乗

馬
を
し
、
身
体
を
鍛
え
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
、「
私
」
は
医

局
に
勤
め
て
い
た
頃
の
夏
休
み
の
軽
井
沢
の
こ
と
を
回
想
す
る
。
夏
の

軽
井
沢
で
乗
馬
を
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
北
の
実
体
験
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
。
北
は
、
毎
年
、
夏
に
軽
井
沢
へ
行
く
と
頻
繁
に
乗
馬

を
行
っ
て
い
た29

。「
私
」
は
、
梅
祭
り
の
行
わ
れ
て
い
る
羽
根
木
公
園

で
孫
が
滑
り
台
で
遊
ん
で
い
る
間
に
、
乗
馬
に
備
え
て
遊
具
の
木
馬
に

ま
た
が
っ
て
み
る
。
彼
は
、
足
腰
が
弱
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
長

年
の
乗
馬
の
経
験
も
あ
り
膝
を
締
め
て
ま
た
が
る
力
が
残
っ
て
い
る
こ

と
に
安
堵
す
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
「
私
」
は
家
族
と
と
も
に
公
園
の
屋
台
街
の
方
へ
と
向
か
う

の
だ
が
、
人
混
み
の
中
、
そ
の
人
い
き
れ
と
屋
台
か
ら
来
る
炭
火
の
熱

気
に
よ
り
意
識
が
朦
朧
と
し
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て
戦
時
中
の
幻
覚
を

見
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

２　

戦
争
体
験

戦
時
中
の
北
は
ま
だ
一
〇
代
で
あ
り
、
終
戦
を
迎
え
る
一
九
四
五
年

に
旧
制
松
本
高
校
へ
と
入
学
し
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
前
は
青
山
の
実
家

で
生
活
を
し
て
お
り
、
実
際
に
彼
自
身
が
空
襲
の
被
害
に
遭
っ
て
い
た

こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
特
に
、
第
三
章
第
２
節
に
て
取
り
上

げ
た
五
月
二
五
日
の
空
襲
で
は
、
自
宅
と
脳
病
院
が
全
焼
し
て
し
ま
う
。

終
戦
後
、
一
九
四
五
年
の
大
晦
日
に
、
北
は
日
記
に
こ
の
日
の
こ
と
を

回
想
の
形
で
記
し
て
い
る
。
彼
が
こ
れ
ま
で
書
き
溜
め
て
い
た
も
の
は

五
月
の
空
襲
に
よ
っ
て
す
べ
て
灰
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
前
述
の

根
津
山
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
も
含
め
、
こ
の
日
記
は
空
襲
後
か
ら

新
た
に
使
い
始
め
た
日
記
帳
に
記
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

５
月
25
日
夜
半
の
空
襲
は
、
な
つ
か
し
い
青
山
の
家
も
病
院
も
一

切
を
空
に
し
た
。
あ
の
日
、
原
に
逃
げ
て
焼
け
お
ち
る
病
院
を
眺

め
て
居
た
事
を
考
え
る
と
、
皆
夢
の
如
き
気
が
す
る
。
一
切
が
悪

夢
だ
っ
た
の
だ
。
焔
、
風
、
全
く
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
わ
れ
な

い
。
今
か
ら
考
え
る
と
全
く
不
思
議
な
様
な
気
が
す
る30

。

ま
た
、
後
年
に
は
当
時
の
こ
と
に
つ
い
て
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
も
記
し

て
い
る
。
空
襲
の
中
、
北
は
青
山
墓
地
付
近
で
避
難
を
し
て
い
た
が
、
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目
の
前
に
あ
っ
た
薪
が
火
の
粉
を
あ
び
て
燃
え
始
め
る
。
彼
は
そ
れ
を

家
族
と
と
も
に
バ
ケ
ツ
・
リ
レ
ー
で
水
を
か
け
て
消
し
止
め
た
。

そ
れ
か
ら
つ
い
こ
う
考
え
た
。
家
か
ら
歩
い
て
五
分
ほ
ど
の
と
こ

ろ
に
御
幸
通
り
と
い
う
広
い
道
路
が
あ
る
。
こ
れ
は
今
は
青
山
墓

地
ま
で
続
い
て
い
る
が
、
当
時
は
途
中
ま
で
し
か
で
き
て
い
な
か

っ
た
。
当
時
の
概
念
で
言
う
と
、
相
当
の
幅
を
持
つ
大
道
で
あ
る
。

す
で
に
避
難
者
の
群
は
去
っ
た
が
、
ま
だ
が
ん
ば
っ
て
い
る
者
も

い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
た
ち
と
一
緒
に
な
っ
て
水
を
か
け
れ
ば
、

あ
の
広
い
道
路
の
と
こ
ろ
で
火
勢
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

知
れ
な
い
、
と
。

そ
し
て
私
は
実
際
に
単
身
、
青
南
小
学
校
で
の
細
道
を
水
を
入
れ

た
バ
ケ
ツ
を
持
っ
て
走
っ
て
行
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
小
路
を

出
た
と
た
ん
、
無
数
の
火
の
粉
を
ま
じ
え
た
熱
風
を
ま
と
も
に
あ

び
て
、
道
に
ば
っ
た
り
と
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
し
ば
ら
く
息
が
つ

け
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
よ
う
や
く
死
物
狂
い
の
努
力
で
じ
り
じ

り
と
這
い
、
壁
で
熱
風
か
ら
さ
え
ぎ
ら
れ
て
い
る
小
路
に
戻
る
こ

と
が
で
き
た
。（
中
略
）

御
幸
通
り
の
広
さ
を
過
信
し
て
熱
風
に
打
ち
倒
さ
れ
た
と
き
、
ほ

ん
の
一
、
二
分
時
間
が
ず
れ
て
い
た
な
ら
ば
私
は
死
ん
で
い
た
か

も
知
れ
な
い
。
あ
の
空
襲
の
翌
日
に
は
、
参
道
の
入
り
口
に
焼
け

た
だ
れ
た
死
体
の
山
が
二
カ
所
も
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状
に
積
み
あ
げ
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る31

。

北
は
消
火
に
躍
起
に
な
っ
て
い
た
が
、
無
数
の
火
の
粉
を
ま
じ
え
た

熱
風
を
あ
び
て
、
道
に
倒
れ
て
し
ま
う
。
彼
は
死
物
狂
い
で
這
い
、
熱

風
の
来
な
い
小
路
に
戻
る
。
北
が
ま
さ
に
生
死
の
境
目
に
い
た
と
い
う

こ
と
は
翌
日
に
目
に
飛
び
込
ん
だ
惨
状
か
ら
も
窺
え
る
。

ま
た
、
こ
の
空
襲
で
北
は
目
に
火
の
粉
を
あ
び
、
し
ば
ら
く
の
間
片

目
が
開
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
他
作
品
に
も
記

さ
れ
て
お
り
、
戦
争
体
験
と
し
て
北
の
脳
に
強
く
焼
き
付
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
例
と
し
て
『
ど
く
と
る
マ
ン
ボ
ウ
追
想
記
』

に
は
、「
ほ
と
ん
ど
四
方
の
夜
空
が
紅
に
染
ま
り
、
か
つ
嵐
に
も
似
た

熱
風
が
吹
き
起
っ
て
い
た
。
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
、
空
全
体
が
紫
が
か

り
、
三
月
十
日
の
夜
間
空
襲
の
と
き
よ
り
も
た
だ
な
ら
ぬ
様
相
を
呈
し

て
き
た
」「
脳
病
院
の
原
っ
ぱ
を
通
っ
て
、
私
た
ち
は
立
山
墓
地
に
脱

れ
た
が
、
そ
の
際
、
火
の
粉
が
は
い
っ
て
、
私
の
片
目
が
半
盲
に
な
っ

た
」
と
記
さ
れ
て
い
る32

。

北
の
こ
の
戦
争
体
験
は
「
駿
馬
」
本
文
中
で
も
登
場
す
る
。
主
人
公

「
私
」
は
、
幻
覚
の
中
で
戦
場
を
駿
馬
に
乗
っ
て
脱
出
し
た
の
ち
に
十
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四
、
五
歳
と
思
わ
れ
る
少
年
兵
に
出
会
う
が
、
彼
ら
は
片
手
に

戦パ
ン
ツ
ァ
ー
フ
ァ
ウ
ス
ト

車
拳
骨
と
呼
ば
れ
る
バ
ズ
ー
カ
砲
を
構
え
、
玉
砕
の
決
意
が
あ
り

あ
り
と
現
れ
て
い
る
眼
差
し
を
し
て
い
た
。
あ
ど
け
な
い
顔
な
が
ら
も
、

「
そ
れ
ま
で
に
出
会
っ
た
ど
ん
な
ド
イ
ツ
軍
人
よ
り
も
、
ま
だ
少
年
で

あ
る
彼
ら
は
鋭
い
目
を
痛
い
ま
で
に
き
っ
と
瞠
き
、
小
さ
な
く
ち
び
る

を
固
く
結
ん
で
い
た
」
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
そ
の
よ
う
な
彼
ら
の
姿
を
見
て
、
か
つ
て
軍
国
少
年
だ
っ

た
戦
時
中
の
こ
と
を
頭
の
中
で
よ
み
が
え
ら
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
私
」
は
、
目
の
前
に
い
る
少
年
兵
と
異
な
り
、「
自
分
は
現
実
に
死
に

直
面
し
た
訳
で
は
な
い
」
と
語
る
。

こ
の
私
に
し
て
も
、
か
つ
て
は
完
全
な
軍
国
少
年
で
あ
っ
て
、
自

宅
を
大
空
襲
で
焼
失
し
た
あ
と
信
州
の
旧
制
松
本
高
校
の
思
誠
寮

に
も
ぐ
り
こ
ん
で
い
た
が
、
も
し
敵
軍
が
本
土
へ
上
陸
し
て
き
た

な
ら
ば
、
た
と
え
歩
い
て
で
も
戦
場
ま
で
辿
り
つ
き
、
爆
雷
を
抱

い
て
蛸
壺
壕
に
も
ぐ
り
、
自
ら
の
死
と
共
に
敵
の
戦
車
一
台
く
ら

い
を
道
づ
れ
に
し
て
や
ろ
う
と
本
気
で
念
じ
て
い
た
も
の
だ
。

し
か
し
、
私
は
現
実
に
死
に
直
面
し
た
訳
で
は
な
い
。
家
が
あ
っ

た
青
山
一
帯
が
焼
け
は
て
た
と
き
に
は
、
私
は
一
般
民
衆
や
近
く

の
小
学
校
の
屋
上
に
陣
地
を
造
っ
て
い
た
高
射
砲
部
隊
も
逃
げ
去

っ
た
あ
と
も
最
後
ま
で
残
り
、
危
う
く
死
の
一
、
二
歩
手
前
ま
で

行
っ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
家
の
隣
り
は
広
い
原
っ
ぱ
で
、
そ
の
向

こ
う
に
樹
木
が
茂
り
火
災
も
起
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
立
山
墓
地
、
更
に

青
山
墓
地
が
あ
っ
た
か
ら
、
生
き
長
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

だ
が
、
た
っ
た
今
、
私
が
目
撃
し
た
少
年
兵
た
ち
は
明
瞭
に
死
を

覚
悟
し
た
顔
つ
き
を
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
覚
悟
は
現
実
に

な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
少
年
ま
で
が
祖
国
を
救
お
う
と
し
て
、
こ

の
よ
う
に
毅
然
と
し
て
敵
の
戦
車
を
待
ち
受
け
て
い
た
の
だ
。

こ
の
「
現
実
に
死
に
直
面
し
た
訳
で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
、
こ
の

少
年
兵
と
は
異
な
り
武
器
を
手
に
戦
地
に
赴
い
た
こ
と
が
な
い
、
と
い

う
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
菅
野
昭
正
は
文
庫
版
解

説
に
て
、
北
の
「
戦
場
に
駆
り
だ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

あ
の
恐
ろ
し
い
戦
争
の
日
々
を
無
力
な
若
者
と
し
て
過
ご
し
た
記
憶
」

が
、
戦
場
の
幻
覚
が
明
瞭
に
「
悪
夢
的
な
臨
場
感
」
を
有
し
て
描
か
れ

た
理
由
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る33

。
主
人
公
「
私
」
は
少
年
兵
ら
の
姿
に

涙
が
溢
れ
、
視
界
が
ぼ
や
け
て
ゆ
き
、
元
居
た
羽
根
木
公
園
に
戻
っ
て

く
る
の
で
あ
っ
た
。
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３　
「
空
気
」
へ
の
意
識

続
い
て
、
本
作
に
於
い
て
幻
覚
を
引
き
起
こ
す
契
機
と
な
る
存
在
で

あ
る
「
空
気
」
に
つ
い
て
本
文
を
取
り
上
げ
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た

い
。
羽
根
木
公
園
か
ら
戦
時
中
の
ド
イ
ツ
へ
と
移
る
き
っ
か
け
が
、
人

い
き
れ
と
屋
台
か
ら
来
る
炭
火
の
熱
気
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
が
、

本
作
で
は
物
語
の
展
開
に
お
け
る
重
要
な
要
素
と
し
て
随
所
に
「
空

気
」
や
「
大
気
」
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
日
は
気
候
も
良
く
、

暖
か
な
空
気
の
中
に
熱
気
が
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と
に
か
く
ず
ら
り
と
並
ん
だ
屋
台
の
辺
り
は
、
人
混
み
を
か
き
わ

け
る
よ
う
に
し
な
い
と
進
め
な
か
っ
た
し
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
イ

カ
を
焼
く
火
、
お
ま
け
に
人
い
き
れ
で
、
樹
木
の
多
い
清
浄
な
は

ず
の
大
気
も
、
そ
こ
だ
け
は
ム
ッ
と
濁
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

お
ま
け
に
そ
の
日
は
珍
し
く
晴
天
で
か
な
り
暖
か
い
日
で
あ
っ
た

か
ら
、
滅
多
に
散
歩
も
し
な
い
私
は
も
は
や
疲
れ
、
な
ん
だ
か
こ

れ
か
ら
家
ま
で
帰
る
短
い
距
離
さ
え
大
儀
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
ト

ウ
モ
ロ
コ
シ
を
焼
い
て
い
る
屋
台
の
前
で
は
息
苦
し
さ
さ
え
感
じ

た
。

菅
野
昭
正
が
『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』
収
録
作
品
に
は
「
不
快
さ
、

重
苦
し
さ
、
醜
さ
等
々
に
汚
染
さ
れ
た
現
実
か
ら
、
で
き
れ
ば
遠
ざ
か

っ
て
い
た
い
と
い
う
心
の
姿
勢
」
が
見
て
取
れ
、
そ
の
不
快
感
が
膨
れ

あ
が
り
幻
覚
を
引
き
起
こ
す
と
述
べ
て
い
た
こ
と
は
第
二
章
に
て
触
れ

た
。
本
作
に
於
い
て
幻
覚
を
引
き
起
こ
し
た
「
不
快
さ
」
は
、
こ
の

「
人
い
き
れ
」
と
「
屋
台
か
ら
漂
っ
て
く
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
イ
カ
を

焼
く
炭
火
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た
北

の
空
襲
の
体
験
を
連
想
さ
せ
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
。

改
め
て
、
本
章
第
２
節
で
の
各
文
献
の
引
用
を
確
認
し
た
い
。
そ
れ

ぞ
れ
戦
争
体
験
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
が
、「
焔
、
風
、
全
く
こ
の

世
の
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
」（『
憂
行
日
記
』）、「
無
数
の
火
の
粉
を

ま
じ
え
た
熱
風
を
ま
と
も
に
あ
び
て
、
道
に
ば
っ
た
り
と
倒
れ
て
し
ま

っ
た
」（「
生
き
残
り
の
記

―
私
の
昭
和
」『
マ
ン
ボ
ウ
氏
の
暴
言
と

た
わ
ご
と
』）、「
嵐
に
も
似
た
熱
風
が
吹
き
起
っ
て
い
た
」（『
ど
く
と

る
マ
ン
ボ
ウ
追
想
記
』）
と
あ
り
、
戦
争
と
「
熱
気
」
が
彼
の
記
憶
の

中
で
紐
づ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
戦
争
の
記
憶
と
結
び
つ
く

「
熱
気
」
が
引
き
鉄
と
な
っ
て
、「
私
」
は
戦
時
中
の
幻
覚
を
見
た
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

本
文
に
戻
る
。
幻
覚
を
見
る
と
き
に
加
え
、
戦
時
中
の
幻
覚
か
ら
羽

根
木
公
園
に
引
き
戻
さ
れ
る
際
に
も
、「
空
気
は
澱
ん
で
、
ム
ッ
と
し
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た
人
混
み
が
感
じ
ら
れ
た
。
ま
た
目
を
閉
じ
、
二
分
ほ
ど
心
に
落
ち
つ

け
落
ち
つ
け
よ
と
言
い
き
か
せ
た
の
ち
、
目
を
開
く
と
、
私
は
羽
根
木

公
園
の
屋
台
街
に
佇
ん
で
い
る
の
だ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
不
快
感

を
与
え
る
「
空
気
」
に
関
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る34

。
こ
の
場
面
は

戦
争
体
験
の
項
で
示
し
た
、
敵
の
戦
車
を
待
ち
受
け
て
い
る
少
年
兵
と

出
会
う
場
面
の
直
後
に
現
れ
る
。
つ
ま
り
、
序
盤
で
は
「
空
襲
を
連
想

さ
せ
る
熱
気
」
に
よ
り
戦
時
中
の
幻
覚
を
見
た
の
に
対
し
、
こ
の
場
面

で
は
少
年
兵
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
「
私
」
自
身
が
自
分
の
戦
争
体

験
を
明
確
に
思
い
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
感
情
を
ゆ
す
ぶ
ら
れ
、
現
実

世
界
の
「
空
気
の
澱
み
」
が
現
わ
れ
た
の
だ
と
言
え
る
。
こ
の
点
か
ら

も
、「
私
」
の
戦
争
体
験
に
は
「
空
気
」
へ
の
意
識
が
紐
づ
け
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、「
不
快
な
空
気
」
の
対
立
項
と
し
て
存
在
す
る
の
が
、
羽
根

木
公
園
の
梅
林
の
中
の
空
気
と
、
幻
覚
の
中
の
ベ
ル
リ
ン
の
並
木
道
の

空
気
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
私
」
は
羽
根
木
公
園
の
空
気
を
「
樹
木

の
多
い
清
浄
な
は
ず
の
大
気
」
と
捉
え
て
い
た
。
そ
の
澄
ん
だ
大
気
が

幻
覚
の
中
の
ベ
ル
リ
ン
に
も
広
が
っ
て
い
る
様
子
が
示
さ
れ
る
。

か
な
り
の
樹
齢
の
ポ
プ
ラ
並
木
が
つ
づ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

道
路
か
ら
人
影
は
嘘
の
よ
う
に
消
え
は
て
て
い
た
。
雨
も
何
時
の

間
に
か
あ
が
り
、
ど
ん
よ
り
と
し
て
い
た
空
か
ら
は
微
光
ま
で
射

し
て
き
て
、
大
気
は
す
が
す
が
し
く
清
澄
で
あ
っ
た
。
ま
た
し
て

も
私
は
、
こ
れ
は
夢
か
幻
覚
を
見
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と

い
う
漠
と
し
た
疑
惑
に
囚
わ
れ
た
。

駿
馬
に
乗
っ
て
市
内
へ
た
ど
り
着
き
、
一
旦
身
の
安
全
を
感
じ
安
堵

し
な
が
ら
も
、「
私
」
は
先
ほ
ど
ま
で
と
異
な
る
穏
や
か
さ
に
「
こ
れ

は
夢
か
幻
覚
を
見
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
疑
う
。
こ
の
こ
と

か
ら
も
、「
ム
ッ
と
し
た
熱
気
」
が
戦
争
に
結
び
付
く
の
に
対
し
て

「
清
浄
」
あ
る
い
は
「
清
澄
」
な
空
気
は
「
私
」
に
と
っ
て
平
和
や
平

穏
さ
に
結
び
付
く
感
覚
で
あ
る
と
言
え
る
と
考
え
る
。

物
語
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
で
は
、
羽
根
木
公
園
に
戻
っ
た
「
私
」
と
家

族
は
、
人
混
み
を
避
け
梅
林
へ
と
足
を
運
ぶ
。

今
の
う
つ
つ
に
私
が
呼
吸
し
て
い
る
清
浄
な
空
気
が
、
あ
の
恐
ろ

し
い
夢
か
幻
覚
の
中
で
の
、
ベ
ル
リ
ン
郊
外
の
並
木
も
多
く
な
っ

た
街
路
に
漂
っ
て
い
た
す
が
す
が
し
い
大
気
に
、
い
か
に
も
似
て

い
る
よ
う
で
、
そ
れ
が
気
に
な
っ
て
堪
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
私
」
は
梅
林
の
中
で
求
め
て
い
た
と
お
り
の
「
清
浄
な
空
気
」
を
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感
じ
る
が
、
そ
れ
が
ベ
ル
リ
ン
の
空
気
と
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

気
が
か
り
に
な
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
並
木
道
に
は
確
か
に
清
澄
な
空
気
が

流
れ
て
い
た
が
、
す
ぐ
に
少
年
兵
の
姿
を
目
に
し
た
こ
と
で
、「
私
」

の
中
で
立
て
ら
れ
て
い
た
「
清
澄
な
空
気
＝
平
和
、
平
穏
」
と
い
う
公

式
が
崩
さ
れ
て
い
く
。

彼
は
、
戦
地
の
幻
覚
が
覚
め
て
羽
根
木
公
園
に
戻
っ
て
か
ら
と
い
う

も
の
の
、
現
実
世
界
で
は
「
平
和
」
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
今
で
も
世

界
の
至
る
所
で
戦
争
や
テ
ロ
が
発
生
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
実
に
つ

い
て
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
た
。
清
浄
な
空
気
と
世
界
の
混
乱
は
切
り
離

し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
「
私
」
が
感
じ
取
っ

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
こ
の
箇
所
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。

五
、
お
わ
り
に

北
は
か
つ
て
、
昭
和
時
代
を
振
り
返
る
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
自
身
の
戦

争
体
験
を
挙
げ
つ
つ
、
平
和
と
言
わ
れ
な
が
ら
も
、
今
も
な
お
世
界
の

あ
ち
こ
ち
で
戦
闘
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
現
実
を
「
表
面
上
の

平
和
」
と
表
現
し
た35

。
ま
た
、
北
が
本
文
を
担
当
し
た
一
九
七
七
年
刊

行
の
絵
本
『
む
す
め
よ
…
』
で
は
、
赤
み
を
帯
び
た
空
の
下
で
戦
車
が

走
っ
て
い
る
挿
絵
に
あ
わ
せ
て
「
平
和
の　

な
か
に　

い
る
と
ね
、　

平
和
と　

い
う　

も
の
が　

ど
ん
な
に　

あ
り
が
た
い
も
の
か
、　

わ

か
ら
な
く　

な
る
も
の
だ
よ
」
と
幼
い
読
者
に
向
け
て
語
り
か
け
て
い

る36

。そ
し
て
、
本
作
『
駿
馬
』
も
、
少
年
時
代
の
戦
争
体
験
を
省
み
つ
つ
、

「
平
和
」
に
対
し
て
の
一
考
を
促
し
て
い
る
作
品
な
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。「
羽
根
木
公
園
の
梅
祭
り
」
は
、
ま
さ
し
く
平
和
な
日
常
の

象
徴
で
あ
り
、
幻
覚
を
見
な
か
っ
た
「
私
」
の
家
族
は
そ
の
日
常
を
当

然
の
如
く
生
き
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
「
平
和
で
平
穏
な
日

常
」
が
広
が
っ
て
い
る
本
作
の
舞
台
の
過
去
の
姿
を
探
る
と
、
北
が
空

襲
に
遭
っ
た
一
九
四
五
年
五
月
の
空
襲
で
同
じ
く
甚
大
な
被
害
を
受
け
、

焼
け
野
原
と
な
っ
た
根
津
山
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
羽
根
木
公
園
が
本
作
の
舞
台
と
し
て
設
定
さ
れ
た
理
由
は
、

単
に
近
所
に
あ
る
公
園
で
あ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
北
に
と

っ
て
の
「
世
田
谷
」
と
い
う
土
地
が
持
つ
特
殊
な
意
味
合
い
に
よ
る
も

の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

北
と
世
田
谷
の
つ
な
が
り
は
、
彼
の
誕
生
前
に
青
山
脳
病
院
が
火
災

で
焼
失
し
た
こ
と
を
機
に
世
田
谷
区
松
原
へ
移
転
し
た
こ
と
か
ら
始
ま

る
が
、
物
心
が
つ
い
て
か
ら
の
最
初
の
大
き
な
出
来
事
は
、
母
・
輝
子

の
別
居
で
あ
っ
た
。
離
れ
て
暮
ら
す
母
に
会
い
に
、
松
原
へ
通
い
、
近

所
に
あ
っ
た
根
津
山
で
昆
虫
採
集
に
熱
中
す
る
が
、
戦
争
に
よ
っ
て
病
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院
も
か
つ
て
の
根
津
山
の
姿
も
失
わ
れ
、
自
身
も
松
本
で
寮
生
活
を
す

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
世
田
谷
と
の
縁
は
切
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し

な
が
ら
、
家
族
が
代
田
に
家
を
購
入
し
、
そ
こ
に
住
み
始
め
た
こ
と
で
、

世
田
谷
は
旧
制
松
本
高
校
在
学
時
、
東
北
大
学
在
学
時
の
北
の
帰
省
先

と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
再
び
世
田
谷
か
ら
離
れ
た
の
ち
、
北
は
結
婚
を

機
に
松
原
に
家
を
買
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
北
に
と
っ
て
世
田
谷
は
さ
ま
ざ
ま
な
土
地
へ
向

か
う
際
の
中
継
地
点
、
拠
点
で
も
あ
り
、
同
時
に
幼
少
期
に
は
突
然
い

な
く
な
っ
た
母
の
も
と
へ
と
、
そ
し
て
青
年
期
に
は
帰
省
の
際
に
家
族

の
も
と
へ
と
、
最
終
的
に
は
一
家
の
主
と
し
て
自
宅
へ
と
「
帰
る
た
め

の
場
所
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、「
駿
馬
」
に
お
け
る
羽
根
木
公
園
は
、
家
族
と
過
ご
す
平

和
で
平
穏
な
日
常
の
象
徴
で
も
あ
り
な
が
ら
、
主
人
公
「
私
」
に
と
っ

て
は
自
身
の
若
い
頃
の
戦
争
体
験
や
軽
井
沢
で
の
乗
馬
の
記
憶
を
呼
び

起
こ
す
場
所
で
も
あ
り
、
ま
た
、
悪
夢
の
よ
う
な
幻
覚
か
ら
戻
っ
て
来

ら
れ
る
場
所
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
作
者
で
あ
る

北
の
、
根
津
山
の
記
憶
か
ら
始
ま
る
世
田
谷
と
い
う
土
地
に
対
し
て
の

「
帰
る
た
め
の
場
所
」
と
し
て
の
認
識
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
考
え

る
。

注1　

 

焼
失
後
の
青
山
の
土
地
に
は
一
九
二
九
年
に
診
療
所
を
建
設
。
松
原

の
病
院
が
「
青
山
脳
病
院
本
院
」
と
呼
ば
れ
た
の
に
対
し
、
こ
ち
ら

は
「
青
山
脳
病
院
分
院
」
と
呼
ば
れ
た
（
小
泉
博
明
「
斎
藤
茂
吉
と

青
山
脳
病
院
再
建

―
青
山
脳
病
院
院
長
就
任

―
」『
日
本
大
学

大
学
院
総
合
社
会
情
報
研
究
科
紀
要
』
一
〇
号
、
二
〇
〇
九
）。

2　

 

一
九
六
九
年
の
『
三
田
文
学
』（
三
田
文
学
会
）
を
皮
切
り
に
、
一

九
七
三
年
に
『
國
文
學

―
解
釈
と
教
材
の
研
究

―
（
學
燈
社
）、

一
九
七
四
年
に
『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』（
至
文
堂
）、
一
九
七
五

年
に
『
別
冊
新
評
』（
新
評
社
）
に
て
北
杜
夫
特
集
が
組
ま
れ
、
一

九
七
八
年
に
は
奥
野
健
男
に
よ
る
論
集
『
北
杜
夫
の
文
学
世
界
』
が

中
央
公
論
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

ま
た
、『
三
田
文
学
』
で
の
特
集
と
同
年
の
一
九
六
九
年
に
、
北
作

品
の
愛
読
者
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
「
北
杜
夫
小
研
究
会
」
に
よ
っ

て
、
北
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
年
譜
を
収
録
し
た
『
北
杜
夫
ノ
オ

ト
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
な
お
、
本
研
究
会
の
幹
事
長
で
あ
り
本
書
の

編
集
兼
発
行
責
任
者
を
担
当
し
た
青
田
吉
正
は
、
の
ち
に
「
斎
藤
国

夫
」
の
筆
名
で
『
北
杜
夫
全
集
』
等
に
掲
載
さ
れ
た
年
譜
の
作
成
や
、

北
の
青
年
時
代
の
日
記
を
ま
と
め
た
『
憂
行
日
記
』（
新
潮
社
、
二

〇
二
一
）
の
編
者
な
ど
を
務
め
て
い
る
。

3　

 

一
九
七
六
年
九
月
か
ら
一
九
七
七
年
一
一
月
に
か
け
て
全
一
五
巻
を

刊
行
。

4　

 

本
書
刊
行
の
の
ち
、
北
が
亡
く
な
っ
た
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
巴
里

茫
々
』（
新
潮
社
、
二
〇
一
一
）
ま
で
小
説
作
品
は
書
籍
化
さ
れ
て

い
な
い
。

5　

 

菅
野
昭
正
「
解
説
」
北
杜
夫
『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』
二
〇
一

−

二

〇
三
頁
、
新
潮
社
、
二
〇
〇
三

6　
 

戸
田
一
康
「
北
杜
夫
の
『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』　

―
自
己
イ
メ

ー
ジ
を
打
ち
破
る
試
み

―
」『
台
灣
日
本
語
文
學
報
』
四
八
号
、
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二
〇
二
〇

7　
 「

羽
根
木
公
園
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
」
世
田
谷
区
み
ど
り
と
み
ず
政
策
担

当
部
公
園
緑
地
課
北
沢
公
園
管
理
事
務
所
、
二
〇
一
五

8　

 
注
７
に
同
じ
。「
根
津
山
」
と
い
う
呼
称
の
由
来
に
関
し
て
は
、
羽

根
木
公
園
内
に
世
田
谷
区
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
看
板
で
も
同

様
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

9　

 

三
田
義
春
『
都
市
美
せ
た
が
や
叢
書
３　

世
田
谷
の
近
代
風
景
概

史
』
五
二
頁
、
世
田
谷
区
企
画
部
都
市
デ
ザ
イ
ン
室
、
一
九
八
六

10　

 

北
杜
夫
「
ま
た
季
節
外
れ
の
話
」『
マ
ン
ボ
ウ
酔
族
館
』
二
四
七
頁
、

新
潮
社
、
一
九
九
二

11　

 

銀
座
の
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
教
師
が
常
連
の
有
閑
マ
ダ
ム
、
令
嬢
、
芸
者

等
を
顧
客
に
情
痴
の
限
り
を
尽
し
、
目
に
あ
ま
る
そ
の
不
行
跡
に
、

警
視
庁
不
良
少
年
係
が
同
人
を
検
挙
し
た
事
件
（
北
杜
夫
「
神
河

内
」『
母
の
影
』
三
一
頁
、
新
潮
社
、
一
九
九
七
）。

12　

 

北
杜
夫
「
根
津
山
」『
母
の
影
』
四
一
頁
、
新
潮
社
、
一
九
九
七

13　

 

注
12
に
同
じ
（
四
九
頁
）。

14　

 

注
12
に
同
じ
（
五
〇
頁
）。

15　

 

注
12
に
同
じ
（
五
一
頁
）。

16　

 「
根
津
山
」
本
文
中
で
は
、「
少
な
く
と
も
東
京
で
ク
ロ
カ
ナ
ブ
ン
を

採
集
し
た
の
は
根
津
山
だ
け
だ
っ
た
と
思
う
」
と
記
さ
れ
て
い
る

（
注
12
に
同
じ
、
四
九
頁
、
新
潮
社
、
一
九
九
七
）。

17　

 『
北
杜
夫
全
集
』
第
十
五
巻
、
三
六
二
頁
、
新
潮
社
、
一
九
七
七

18　

 

中
野
元
之
編
『
わ
が
町 

梅
丘
』
七
頁
、
二
〇
〇
三
。
中
野
は
本
書

発
行
当
時
の
梅
丘
一
丁
目
町
会
長
。

19　

 『
世
田
谷
近
・
現
代
史
』
一
〇
三
五

−

一
〇
三
八
頁
、
東
京
都
世
田

谷
区
、
一
九
七
六

20　

 

注
19
に
同
じ
（
一
〇
三
一

−

一
〇
三
四
頁
）。

21　

 

北
杜
夫
著
、
斎
藤
国
夫
編
『
憂
行
日
記
』
一
八
一

−

一
八
二
頁
、
新

潮
社
、
二
〇
二
一
。〔
〕
内
は
編
者
に
よ
る
注
。

22　

 

注
21
に
同
じ
（
一
九
八

−

一
九
九
頁)

。〔
〕
内
は
筆
者
に
よ
る
注
。

23　

 

斎
藤
茂
太
（
一
九
一
六
～
二
〇
〇
六
）。
明
治
大
学
文
芸
科
、
昭
和

医
学
専
門
学
校
を
卒
業
後
、
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
医
学
研
究
科
博

士
課
程
に
て
医
学
博
士
号
を
取
得
。
精
神
科
医
と
し
て
働
く
傍
ら
、

作
家
と
し
て
も
活
動
し
た
。
著
作
に
『
茂
吉
の
体
臭
』（
岩
波
書
店
、

一
九
六
四
）、『
回
想
の
父
茂
吉　

母
輝
子
』（
中
央
公
論
社
、
一
九

九
三
）
等
。

24　

 

北
杜
夫
「
世
田
谷
と
私
」『
世
田
谷
文
学
館
開
館
５
周
年
記
念　

北

杜
夫
展
』
七
頁
、
世
田
谷
文
学
館
、
二
〇
〇
〇

25　

 

一
九
二
六
～
二
〇
〇
三
。
一
九
七
八
年
に
中
央
公
論
社
を
退
社
し
た

の
ち
は
紀
行
作
家
と
し
て
も
活
動
し
た
。
著
作
に
『
時
刻
表
２
万
キ

ロ
』（
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
八
）、『
最
長
片
道
切
符
の
旅
』（
新

潮
社
、
一
九
七
九
）
等
。

26　

 

北
杜
夫
「
因
縁
の
あ
る
松
原
」
住
ま
い
の
図
書
館
出
版
局
『
住
ま
い

学
大
系
／
014　

東
京
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
「
花
の
巻
」』
三
六

−

三
七
頁
、

星
雲
社
、
一
九
八
八

27　

 

北
杜
夫
「
駿
馬
」『
消
え
さ
り
ゆ
く
物
語
』
六
五

−

六
六
頁
、
新
潮

社
、
二
〇
〇
三

28　

 

注
27
に
同
じ
（
一
一
六
頁
）。
エ
ッ
セ
イ
「
孫
あ
れ
こ
れ
（
そ
の

一
）」（『
マ
ン
ボ
ウ
酔
族
館　

パ
ー
ト
Ⅳ
』
六
四
頁
、
実
業
之
日
本

社
、
一
九
九
五
）
等
で
こ
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

29　

 

北
杜
夫
『
マ
ン
ボ
ウ
の
素
人
乗
馬
読
本
』
三
四

−

三
五
頁
、
新
潮
社
、

一
九
九
〇

30　

 

注
21
に
同
じ
（
一
〇
五
頁
）。

31　

 

北
杜
夫
「
生
き
残
り
の
記

―
私
の
昭
和
」『
マ
ン
ボ
ウ
氏
の
暴
言

と
た
わ
ご
と
』
二
四
六

−

二
四
七
頁
、
新
潮
社
、
一
九
九
四

32　
 

北
杜
夫
『
ど
く
と
る
マ
ン
ボ
ウ
追
想
記
』
一
九
七

−

一
九
八
頁
、
中

央
公
論
社
、
一
九
七
九

33　
 

注
５
に
同
じ
（
二
〇
三
頁
）。

34　

 
注
27
に
同
じ
（
一
一
五
頁
）。

35　

 

北
杜
夫
「
一
人
の
昭
和
っ
子
と
し
て
」『
マ
ン
ボ
ウ
氏
の
暴
言
と
た
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わ
ご
と
』
二
四
一
頁
、
新
潮
社
、
一
九
九
四

36　
 

北
杜
夫
、
鈴
木
博
・
画
『
小
学
館
の
創
作
童
話
シ
リ
ー
ズ
㊳　

む
す

め
よ
…　

―
ど
く
と
る
マ
ン
ボ
ウ
の　

お
く
り
も
の

―
』
三
四

−

三
五
頁
、
小
学
館
、
一
九
七
七
。

北
は
、
本
作
発
表
前
に
も
「
平
和
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
文
章
を
青
少

年
向
け
（
本
文
中
で
は
「
小
さ
な
皆
さ
ん
」）
に
執
筆
し
て
お
り
、

平
和
の
重
要
性
と
平
和
を
保
つ
こ
と
の
難
し
さ
を
説
い
て
い
る
（
北

杜
夫
「
平
和
…
君
た
ち
の
手
で
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
七
六
年
一
月

一
日
）。
本
作
は
の
ち
に
「
平
和
」
へ
と
改
題
し
、『
マ
ン
ボ
ウ
博
士

と
怪
人
マ
ブ
ゼ
』（
新
潮
社
、
一
九
七
八
）
に
収
録
。

 

（
わ
か
い
・
た
け
る　

成
城
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
修
了
）


