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ご
紹
介
い
た
だ
い
た
聶
莉
莉
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
の
コ
メ
ン
ト
は
主
と
し
て

以
下
の
五
点
か
ら
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
で
あ
る
私
と
丸
山
眞

男
先
生
と
の
関
わ
り
。
次
に
、
文
化
人
類
学
者
で
あ
る
私
が
丸
山
眞
男
に
注
目
す

る
き
っ
か
け
。
三
点
目
は
、
私
の
理
解
し
た
研
究
者
丸
山
眞
男
の
姿
勢
と
視
座
。

四
点
目
は
、
現
在
の
中
国
の
学
界
に
お
け
る
丸
山
研
究
、
こ
れ
は
區
さ
ん
の
話
を

少
し
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
五
点
目
は
、
報
告
者
へ
の
質
問

で
す
。

　

内
容
か
ら
見
ま
す
と
、
私
の
コ
メ
ン
ト
は
そ
れ
ほ
ど
平
石
先
生
の
ご
期
待
通
り

に
進
む
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
今
日
の
ご
報
告
は
、
ア
メ
リ

カ
・
中
国
・
韓
国
な
ど
広
範
囲
に
展
開
さ
れ
、
か
つ
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
そ

れ
ぞ
れ
の
内
容
に
対
応
し
て
コ
メ
ン
ト
す
る
の
は
と
て
も
私
の
力
が
及
ば
な
い
こ

と
で
す
の
で
、
そ
れ
で
、
私
な
り
の
丸
山
理
解
を
述
べ
た
う
え
で
、
基
本
的
に
自

分
自
身
の
注
目
点
に
沿
っ
て
報
告
者
の
皆
様
に
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
か

た
ち
で
進
め
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
一
点
目
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
で
あ
る
私
と
丸
山
眞
男
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
。
自
分
自
身
も
、こ
こ
に
こ
う
し
て
座
っ
て
い
る
こ
と
に
不
思
議
に
思
い
ま
す
。

丸
山
眞
男
と
何
か
関
わ
り
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
残
念
な
が
ら
基
本
的
に
は
あ
り

ま
せ
ん
。
で
も
、
全
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
い
わ
ば
熱
心
な
学
習
者
で

す
。
私
の
専
門
は
文
化
人
類
学―

基
本
的
に
は
東
ア
ジ
ア
お
よ
び
他
の
地
域
と

の
比
較
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
の
中
国
社
会
文
化
研
究
で
す
。
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー

と
し
て
適
任
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
一
方
私
自
身
が
熱
心
な
読
者

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
丸
山
眞
男
の
学
問
が
領
域
を
越
え
て
広
く
読
ま
れ
て
い

る
こ
と
の
例
証
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

一
度
、丸
山
先
生
に
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。ま
だ
留
学
生
で
あ
っ

た
一
九
八
〇
年
代
後
半
、中
国
社
会
科
学
研
究
会
と
い
う
留
学
生
の
組
織
が
あ
り
、

毎
月
六
本
木
の
国
際
文
化
会
館
で
相
互
交
流
の
例
会
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
區
さ

ん
の
お
願
い
で
丸
山
先
生
が
講
演
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
お
目
に
か
か
っ
た

の
で
す
。
講
演
の
テ
ー
マ
は
当
時
私
た
ち
が
非
常
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
、
日
本

が
な
ぜ
ア
ジ
ア
の
中
で
い
ち
早
く
近
代
化
の
道
を
歩
め
た
の
か
に
つ
い
て
で
す
。

そ
の
理
由
に
関
し
て
、
丸
山
先
生
は
、
特
に
日
本
近
世
の
社
会
構
造
と
西
洋
の
前

丸
山
眞
男
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
中
間
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

コ
メ
ン
ト

聶　
　

莉　

莉
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近
代
社
会
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
分
析
を
な
さ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

　

二
点
目
、
ど
う
し
て
人
類
学
者
で
あ
る
私
が
丸
山
眞
男
に
注
目
し
た
か
と
い
う

こ
と
を
少
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
區
さ
ん
の
話
の
中
で
、
随

分
中
国
社
会
の
背
景
が
出
て
き
ま
し
た
。
私
も
日
本
留
学
以
後
、
自
ら
の
思
想
に

変
化
が
あ
り
、
様
々
な
視
点
や
研
究
方
法
論
、
特
に
文
化
人
類
学
の
社
会
を
実
証

的
に
研
究
す
る
方
法
を
学
ん
で
、
も
う
一
度
中
国
社
会
を
考
え
直
し
、
そ
の
底
辺

部
や
草
の
根
か
ら
、
中
国
社
会
を
と
ら
え
直
す
作
業
を
し
た
く
な
り
ま
し
た
。
一

村
落
の
民
族
誌
的
研
究
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
て
、
徐
々
に
研
究
範
囲
を
広
げ
ま
し
た

が
、
文
革
時
代
に
育
っ
た
世
代
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
学
問
的
研
究
を
、

革
命
と
は
何
か
、
社
会
主
義
革
命
と
制
度
は
中
国
の
歴
史
や
中
国
の
人
々
に
何
を

も
た
ら
し
た
の
か
、
長
い
歴
史
の
中
で
培
わ
れ
た
伝
統
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た

ら
よ
い
の
か
な
ど
、
重
く
背
負
っ
て
い
る
問
題
意
識
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。
で
す
が
、
日
本
の
学
術
研
究
に
は
、
領
域
を
わ
り
と
厳
密
に
分
類
し
、

研
究
者
が
具
体
的
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
実
証
的
、
よ
り
即
物
的
に
研
究
を
行
う
こ

と
が
傾
向
と
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日
本
で
生
活
す
る
中
国
人
と
し
て
、
過
去

の
戦
争
に
関
す
る
記
憶
の
あ
り
方
に
は
日
中
の
間
に
差
が
大
き
く
、
特
に
中
国
民

衆
の
戦
争
被
害
記
憶
は
長
い
間
、
中
国
に
お
い
て
さ
え
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
こ
と
を
よ
り
深
く
実
感
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
取
り
上
げ

る
と
、
学
界
で
は
忌
避
さ
れ
て
い
る
「
政
治
」
の
領
域
に
入
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
学
問
的
伝
統
と
自
分
な
り
の
問
題
意
識
と
が
ぶ
つ
か

る
こ
と
が
た
び
た
び
あ
り
、か
な
り
苦
悩
し
た
時
期
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
に
、

第
二
回
記
念
講
演
会
の
福
田
歓
一
氏
の
講
演
原
稿
を
元
に
出
版
さ
れ
た
『
丸
山
眞

男
と
そ
の
時
代
』
を
読
み
ま
し
た
。
福
田
氏
が
紹
介
さ
れ
た
丸
山
眞
男
先
生
の
姿

勢
に
共
感
を
覚
え
、
特
に
次
の
一
文
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。

　
　

 

丸
山
先
生
の
学
問
が
い
わ
ば
先
生
の
時
代
と
の
格
闘
の
中
で
生
み
出
さ
れ

た
、
と
申
し
ま
し
た
が
、「
時
代
と
の
格
闘
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い

て
は
、
先
生
ご
自
身
の
言
葉
を
ち
ょ
っ
と
引
用
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
わ
た

く
し
ど
も
二
人
の
指
導
教
授
で
あ
り
ま
し
た
南
原
繁
先
生
の
ラ
イ
フ
・
ワ
ー

ク
が
よ
う
や
く
出
版
さ
れ
ま
し
た
と
き
に
、
丸
山
先
生
は
『
図
書
』
と
い
う

雑
誌
に「『
フ
ィ
ヒ
テ
の
政
治
哲
学
』を
読
ん
で
」と
い
う
一
文
を
寄
せ
ら
れ
、

「
超
学
問
的
な
動
機
が
厳
密
な
学
問
的
操
作
を
推
し
進
め
、
現
代
に
対
す
る

切
実
な
問
題
意
識
が
純
粋
な
歴
史
的
研
究
と
奥
深
い
と
こ
ろ
で
契
合
し
て
い

る
見
事
さ
」
を
特
記
さ
れ
ま
し
た
（『
丸
山
眞
男
と
そ
の
時
代
』
四
頁
）。

　

南
原
先
生
に
つ
い
て
の
描
写
は
ま
さ
に
丸
山
先
生
ご
自
身
の
姿
勢
で
も
あ
り
ま

す
。「
超
学
問
的
な
動
機
」、「
時
代
と
向
き
合
っ
て
い
る
知
識
人
の
課
題
の
意
識
」、

忘
れ
ら
れ
な
い
責
任
感
を
も
つ
一
方
、
ど
こ
ま
で
も
「
学
問
的
操
作
」、「
純
粋
な

歴
史
研
究
」
と
し
て
進
め
て
い
く
。
時
代
の
問
題
や
課
題
に
性
急
に
短
絡
的
に
答

え
る
の
で
は
な
く
、
考
察
の
厳
格
さ
、
思
考
の
綿
密
さ
を
重
視
す
る
。
学
問
の
水

準
を
キ
ー
プ
し
な
が
ら
も
、
独
自
の
問
題
意
識
を
追
究
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
姿

勢
に
私
と
し
て
は
目
を
開
か
さ
れ
た
と
い
う
感
じ
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
さ
に
こ
の
一
文
に
、
丸
山
眞
男
先
生
の
視
座
の
特
徴
が
映
さ
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。「
超
学
問
」
と
「
学
問
」、
現
代
的
問
題
意
識
と
歴
史
的
研
究
、
矛
盾
し

あ
う
よ
う
な
側
面
を
あ
え
て
統
一
し
よ
う
と
す
る
視
座
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
趙
さ
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ん
が
言
っ
た
、「
白
黒
の
尺
度
だ
け
で
切
っ
て
い
く
と
い
う
思
想
的
な
潔
白
さ
」

を
最
初
か
ら
求
め
な
い
と
い
う
よ
う
な
物
事
の
捉
え
方
で
す
。

　

こ
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
丸
山
先
生
に
注
目
す
る
よ
う
に
な
り
、
い
ろ
い

ろ
な
本
を
読
ん
で
い
る
際
、
人
間
を
研
究
す
る
人
類
学
を
専
門
と
す
る
者
の
職
業

的
な
ク
セ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
丸
山
の
人
間
と
し
て
の
姿
勢
や
、
社
会
や
歴
史

を
考
察
す
る
視
点
の
特
徴
な
ど
に
非
常
に
関
心
を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

三
点
目
に
入
り
ま
す
。
私
の
理
解
し
た
丸
山
眞
男
先
生
の
視
座
と
方
法
論
の
特

徴
で
す
。
加
藤
節
氏
が
第
一
五
回
記
念
講
演
会
で
、
丸
山
眞
男
先
生
の
生
涯
の
仕

事
は
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
第
一
に
、「
明
治
維

新
の
近
代
的
側
面
」
や
徳
川
社
会
で
の
「
近
代
的
要
素
の
成
熟
」
を
跡
付
け
る
思

想
史
的
研
究
。
第
二
に
、
戦
後
に
始
ま
り
「
日
本
の
精
神
構
造
」
や
「
日
本
人
の

行
動
様
式
の
欠
陥
や
病
理
の
診
断
」
と
さ
れ
た
仕
事
。「
超
国
家
主
義
の
論
理
と

心
理
」「
軍
国
支
配
者
の
精
神
形
態
」
な
ど
が
代
表
作
。
第
三
に
、
文
化
接
触
の

型
を
規
定
す
る
日
本
人
の
思
惟
構
造
の
原
型
を
探
る
仕
事
、
日
本
文
化
の
古
層
の

探
求
。

　

今
日
の
お
三
方
の
発
表
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
よ
り
第
二
の
部
分
に
集
中
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
丸
山
の
政
治
学
的
分
析
、
啓

蒙
的
言
説
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
、
日
本
の
政
治
体
制
に
対
す
る
分
析
な
ど
と
関
連

す
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
部
分
の
仕
事
か
ら
見
ら
れ
る
先
ほ
ど
申
し
上
げ

た
、
物
事
の
矛
盾
し
合
う
側
面
を
統
一
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
丸
山
眞
男
の
視
座

の
特
徴
に
関
し
て
、
若
干
の
例
を
提
示
し
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
は
、
丸
山
関
連
の

い
ろ
い
ろ
な
本
か
ら
抽
出
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
を
提
起
し
た
際
の
時

代
背
景
や
、
具
体
的
な
経
緯
は
省
略
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　

第
一
に
、
丸
山
の
個
人
論
に
つ
い
て
。
今
日
の
話
、
午
前
中
の
苅
部
先
生
の
話

に
も
、
あ
る
い
は
午
後
の
油
井
先
生
、
區
さ
ん
、
趙
さ
ん
の
話
に
も
、
よ
く
出
て

き
た
の
は
「
個
人
」
で
あ
り
、
政
治
論
と
い
う
と
個
人
と
い
う
も
の
が
す
ご
く
重

要
で
す
。

　

私
も
長
い
間
、
個
人
と
社
会
と
の
関
係
に
悩
ま
さ
れ
ま
し
た
。
個
人
的
な
経
験

で
す
が
、
文
革
が
終
わ
っ
た
後
、
真
っ
先
に
意
識
し
た
の
は
「
こ
れ
か
ら
私
は
自

分
の
頭
で
考
え
て
も
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
解
放
感
を
味
わ
っ
た

一
方
、
同
時
に
「
私
に
は
考
え
る
力
が
な
い
」、
知
識
も
方
法
論
も
な
い
の
だ
と

い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
喧
伝
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
過

ぎ
去
っ
た
後
、
自
分
の
頭
の
中
に
何
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
の
か
、「
革
命
の
ネ
ジ
」

と
し
て
革
命
の
「
機
械
」
の
な
か
で
育
っ
た
人
間
は
、
機
械
が
崩
壊
し
た
ら
ど
う

な
る
の
か
、
と
繰
り
返
し
自
問
し
ま
し
た
。
文
革
開
始
の
際
、
ま
だ
小
学
校
五
年

生
で
、
文
革
の
一
〇
年
間
、
学
校
教
育
ら
し
い
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
や
思
想
を
排
撃
す
る
よ
う
な
過
激
な
思
考
様

式
に
統
制
さ
れ
た
政
治
体
制
の
下
で
、
思
考
に
資
す
る
確
実
な
知
識
や
思
考
法
に

接
す
る
こ
と
さ
え
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
た
が
っ
て
、文
革
が
終
わ
っ
た
後
、

自
分
が
一
個
人
と
し
て
自
立
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
「
自
己
再
造
」
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
切
に
思
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
強
い
危
機
感
を
覚
え
て
必
死
に

受
験
勉
強
を
し
て
、
大
学
に
入
学
し
ま
し
た
。
大
学
時
代
の
専
門
は
「
人
を
聡
明

に
さ
せ
る
」
と
言
わ
れ
る
哲
学
で
あ
り
、
自
ら
選
ん
だ
卒
業
論
文
の
題
目
は
「
個

人
の
価
値
を
論
じ
る
」
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、当
時
の
自
分
の
力
で
は
う
ま
く
「
論
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じ
る
」
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
「
個
人
の
価
値
」
を
考
え
よ

う
と
し
た
の
で
す
。
非
常
に
真
剣
に
。

　

で
す
か
ら
、
丸
山
眞
男
先
生
の
「
個
人
」
に
関
す
る
議
論
に
私
は
非
常
に
注
目

し
た
の
で
す
。
丸
山
の
個
人
論
の
特
徴
は
個
人
を
論
じ
る
際
に
、
必
ず
他
者
や
、

全
体
、
関
連
性
の
あ
る
も
の
と
い
っ
し
ょ
に
論
じ
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、「
国

民
一
人
一
人
の
自
立
」
と
「
他
者
」
と
の
連
帯
、「
他
者
意
識
」
と
の
両
立
。

　

皆
さ
ん
の
発
言
で
も
こ
れ
に
触
れ
て
い
ま
し
た
が
、
丸
山
は
国
民
一
人
一
人
の

自
立
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
ま
す
。
そ
の
「
自
立
」
は
、
単
に
個
々
人
の
自
立
で

は
な
く
、他
者
意
識
と
関
連
し
て
い
る
も
の
で
す
。
丸
山
は
、個
人
を
尊
重
し
、「
自

分
と
同
じ
人
間
は
世
界
に
二
人
と
い
な
い―
こ
の
自
覚
が
精
神
的
自
立
の
最
後

の
核
」
と
述
べ
る
一
方
、
ど
の
個
人
に
も
、「
ど
う
し
て
も
入
り
込
む
こ
と
の
で

き
な
い
」
よ
う
な
、「
そ
の
精
神
に
は
到
底
外
か
ら
体
験
で
き
な
い
よ
う
な
リ
ズ

ム
と
起
伏
が
あ
る
」
他
者
が
存
在
し
、そ
れ
と
対
話
し
な
が
ら
自
分
が
存
在
す
る
、

と
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　
　

 　

相
手
の
思
い
を
す
ぐ
に
分
か
っ
た
つ
も
り
に
な
る
、
安
易
な
同
情
の
態
度

を
捨
て
、
そ
の
人
を
「
他
者
」
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
対
話
を

続
け
て
ゆ
く
。
そ
の
過
程
で
、
ひ
る
が
え
っ
て
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
、
そ

の
「
か
け
が
え
の
な
さ
」
を
、
驚
き
を
も
っ
て
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
個
人
が
、
心
の
底
に
う
ご
め
く
不
定
型
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
ひ
き
ず
ら
れ

ず
、「
精
神
的
な
自
立
」
を
し
っ
か
り
と
保
つ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
、

ほ
か
の
人
々
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
続
け
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で

あ
る
（
苅
部
直
『
丸
山
眞
男―

リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
肖
像
』
一
七
一
頁
）。

　

個
々
人
が
「
他
人
と
考
え
を
異
に
す
る
自
由
で
」、
そ
し
て
自
由
な
個
人
の
間

に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
の
言
っ
た
よ
う
な
、「
私
は
あ
な
た

の
言
う
こ
と
に
賛
成
は
し
な
い
が
、
あ
な
た
が
そ
れ
を
言
う
権
利
を
死
ん
で
も
擁

護
し
よ
う
」
と
い
う
関
係
を
築
く
こ
と
は
、
自
由
で
民
主
主
義
な
社
会
を
実
現
す

る
基
本
だ
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

第
二
に
、
政
治
論
に
関
し
て
も
、
様
々
な
重
要
な
概
念
を
関
連
す
る
対
立
項
と

と
も
に
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

油
井
先
生
の
話
で
も
言
及
さ
れ
ま
し
た
が
、
政
治
的
な
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、

リ
ア
リ
ズ
ム
を
丸
山
は
重
要
視
し
ま
し
た
。「
政
治
的
リ
ア
リ
ズ
ム
を
国
民
の
一

人
一
人
が
自
分
の
も
の
に
す
る
必
要
」
性
や
、「
現
実
と
い
う
も
の
を
固
定
し
た
、

で
き
あ
が
っ
た
も
の
と
し
て
見
な
い
で
、
そ
の
中
に
あ
る
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
の

う
ち
、
ど
の
可
能
性
を
伸
ば
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
ど
の
可
能
性
を
矯
め
て
い

く
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
政
治
の
理
想
な
り
、
目
標
な
り
、
関
係
づ
け
て
い
く
考

え
方
」
を
提
唱
し
ま
し
た
。

　

一
方
、
原
理
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
、
政
治
的
理
想
を
忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。

第
四
回
記
念
講
演
会
の
鶴
見
俊
輔
氏
の
話
に
よ
る
と
、
丸
山
は
「
神
な
き
人
間
の

自
由
の
荒
涼
た
る
世
界
」
と
本
に
書
き
込
ん
だ
の
で
す
。
虚
妄
だ
と
し
て
も
理
想

と
し
て
の
戦
後
民
主
主
義
と
い
う
理
念
に
賭
け
、
リ
ア
リ
ズ
ム
一
本
で
ゆ
け
ば
荒

涼
に
達
し
て
危
険
だ
と
考
え
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、「
理
想
に
憧
れ
る
だ
け
で
は

済
ま
せ
ず
に
、
目
先
の
利
害
へ
の
固
執
に
も
陥
ら
な
い
、
均
衡
の
と
れ
た
態
度
」

が
見
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、「
国
民
一
人
一
人
の
責
任
」を
重
要
視
す
る
一
方
、そ
の
責
任
は
単
に
個
々
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人
の
立
場
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
政
治
の
大
局
を
内
包
す
る
も
の
だ
と
指
摘
さ

れ
ま
し
た
。「
人
民
の
一
人
一
人
が
治
者
と
し
て
の
気
構
え
と
責
任
を
持
つ
と
こ

ろ
に
、
民
主
主
義
の
本
質
が
あ
る
筈
で
す
」、
そ
の
責
任
の
果
た
し
方
は
、
個
別

の
利
益
へ
の
期
待
を
超
え
て
、
み
な
が
「
政
治
の
全
体
性
、
総
合
性
」
を
念
頭
に

お
い
て
自
分
自
身
の
意
見
を
発
し
て
い
く
も
の
と
唱
え
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、
民
主
主
義
に
お
け
る
多
数
者
と
少
数
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
ま
し
た
。
第
一
三
回
記
念
講
演
会
の
三
谷
太
一
郎
氏
の
話
に
よ
る
と
、
丸
山
に

と
っ
て
民
主
主
義
は
単
な
る
「
多
数
者
支
配
」
で
は
な
く
、「
多
数
者
」
を
一
体

性
の
も
つ
抽
象
概
念
と
し
て
で
も
な
く
、
様
々
な
「
少
数
者
」
に
分
節
化
し
て
具

体
的
に
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ま
し
た
。
丸
山
は
「
少

数
に
分
節
化
さ
れ
な
い
多
数
に
対
し
て
強
い
抵
抗
感
」
を
も
ち
、「
大
衆
民
主
主

義
に
対
し
て
一
貫
し
て
懐
疑
的
、
批
判
的
」
で
し
た
。「
個
人
の
自
立
性
を
脅
か

す
の
は
国
家
権
力
だ
け
で
は
な
い
。
大
衆
自
身
の
集
団
的
な
力
が
そ
れ
を
脅
か

す
」。
同
質
な
多
数
者
か
ら
分
節
化
し
た「
精
神
的
貴
族
主
義
」を
内
面
化
す
る「
少

数
者
」
を
民
主
主
義
の
主
体
と
し
、
様
々
な
「
少
数
者
」
を
束
ね
る
求
心
力
が
民

主
主
義
に
お
い
て
重
要
な
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

　

第
三
に
、
歴
史
に
対
し
て
、
理
解
的
態
度
と
批
判
的
態
度
の
両
方
を
も
つ
こ
と
。

　
「
他
者
と
し
て
の
歴
史
」
を
「
そ
の
他
在
に
お
い
て
理
解
す
る
」、
も
っ
ぱ
ら
現

代
の
感
覚
を
投
影
し
て
曲
解
し
て
し
ま
う
こ
と
を
慎
重
に
避
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
の
文
脈
に
沿
っ
て
、
そ
の
内
側
か
ら
理
解
す
る
態
度
で
慎
重
に
扱
う
と
い
う
よ

う
な
歴
史
研
究
の
視
点
を
提
唱
さ
れ
ま
し
た
。
一
方
、
そ
れ
で
も
や
は
り
容
赦
な

く
旧
体
制
を
批
判
す
る
。「
重
臣
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
」、
天
皇
制
批
判
、
タ
ブ
ー

視
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
問
題
を
丁
寧
に
取
り
上
げ
て
、
日
本
の
政
治
的
し
く
み
の

コ
ア
に
あ
る
問
題
を
避
け
ず
に
目
を
向
け
て
批
判
を
展
開
し
ま
し
た
。

　

第
四
に
、
人
類
学
者
と
し
て
私
が
非
常
に
共
感
を
覚
え
る
の
は
、
丸
山
先
生
が

個
人
的
経
験
、
リ
ア
ル
な
体
験
を
鮮
明
に
心
に
留
め
て
、
し
か
も
個
人
の
経
験
に

と
ど
ま
ら
ず
に
、
国
民
の
一
人
と
し
て
の
自
分
の
経
験
を
言
語
化
、
概
念
化
し
、

政
治
体
制
に
関
す
る
普
遍
的
な
問
題
と
し
て
提
起
し
て
、
自
ら
経
験
し
た
歴
史
か

ら
現
在
と
未
来
の
戒
め
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
。

　

第
四
回
記
念
講
演
会
の
鶴
見
俊
輔
氏
は
「
一
九
三
〇
年
代
の
恐
怖
の
持
続
」
と

い
う
演
題
の
講
演
に
お
い
て
、
丸
山
が
高
校
生
の
時
、
唯
物
論
研
究
会
の
講
演
会

に
出
た
こ
と
で
警
察
に
捕
ま
っ
て
留
置
場
に
放
り
込
ま
れ
た
が
、
そ
の
時
覚
え
た

恐
怖
感
が
長
く
丸
山
か
ら
去
ら
ず
に
、「
丸
山
さ
ん
の
学
問
に
と
っ
て
大
変
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

苅
部
先
生
が
書
か
れ
た
『
丸
山
眞
男―

リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
肖
像
』
に
も
、
丸

山
の
個
人
的
経
験
と
そ
の
思
想
と
関
連
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
と
紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

例
え
ば
、
召
集
さ
れ
た
朝
鮮
で
の
兵
営
生
活
の
際
、
観
察
さ
れ
た
朝
鮮
人
の
目

に
「
滲
み
出
た
反
感
、
怨
恨
の
ま
な
ざ
し
」
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
そ
の
深
い
印
象
は
、

戦
後
、
植
民
地
支
配
の
責
任
に
関
す
る
思
考
と
つ
な
が
り
ま
し
た
。
ま
た
、
結
核

を
患
っ
て
入
っ
た
結
核
療
養
所
で
、
軽
症
患
者
と
し
て
命
が
も
は
や
救
い
よ
う
も

な
い
重
症
患
者
た
ち
と
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
が
感
じ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
他
者

意
識
が
芽
生
え
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
丸
山
の
母
親
が
亡
く
な
る
前
に
、

広
島
で
被
爆
し
た
丸
山
の
安
否
を
不
安
に
思
い
詠
ん
だ
和
歌
を
母
親
の
死
後
読
ん
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で
、
自
分
の
母
親
の
不
安
の
気
持
ち
を
日
本
中
の
母
親
に
押
し
広
げ
、
さ
ら
に
進

ん
で
日
本
の
国
家
体
制
に
対
す
る
疑
問
を
深
め
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
す
。
丸
山
の

母
親
の
和
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。「
召
さ
れ
ゆ
き
し
吾あ

子こ

を
し

の
び
て
思
ひ
出
に
泣
く
は
う
と
ま
し
不
忠
の
母
ぞ
」。
母
親
は
、
子
を
思
う
切
た

る
気
持
ち
と
自
分
は
不
忠
の
母
だ
と
い
う
、
二
つ
の
感
情
の
間
に
引
き
裂
か
れ
た

ま
ま
亡
く
な
り
ま
し
た
。
同
様
な
気
持
ち
を
戦
時
中
無
数
の
母
親
が
体
験
し
た
こ

と
で
、
丸
山
は
国
民
を
苛
む
国
家
の
体
制
に
問
い
か
け
ま
し
た
。

　

要
す
る
に
、「
事
過
境
遷
」（
事
が
過
ぎ
る
と
一
切
水
に
流
す
）
的
に
妥
協
し
忘

却
す
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
状
況
に
棹
さ
す
よ
う
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。
自
ら
の
体
験
を
し
っ
か
り
と
汲
み
上
げ
て
、
そ
れ
を
文
字
化
し
、
そ
こ
か

ら
概
念
を
鋳
造
し
、
思
想
を
広
げ
る
こ
と
で
す
。

　

第
一
回
記
念
講
演
会
の
隅
谷
三
喜
男
氏
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
丸
山
眞
男

先
生
の
理
性
は
感
性
と
つ
な
が
っ
て
い
る
理
性
で
す
。
感
性
と
理
性
、
こ
こ
に
も

一
対
の
関
係
性
が
見
ら
れ
ま
す
。
丸
山
は
「
理
性
だ
け
で
は
な
く
感
性
を
持
っ
て

い
る
。
い
わ
ゆ
る
冷
た
い
理
論
で
は
な
く
、
温
か
さ
を
こ
め
て
社
会
現
象
、
そ
こ

に
お
け
る
人
々
の
動
き
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
姿
が
非
常
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い

る
」
と
隅
谷
氏
は
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

総
じ
て
言
え
ば
、
丸
山
眞
男
先
生
は
、
歴
史
や
政
治
の
変
動
性
と
継
続
性
、
個

人
・
少
数
と
全
体
・
多
数
、
個
人
の
体
験
・
経
験
・
感
性
と
概
念
・
理
性
、
リ
ア

リ
ズ
ム
・
そ
の
場
そ
の
場
の
判
断
と
理
念
・
理
想
・
一
貫
性
、
要
す
る
に
相
対
性

と
絶
対
性
、
ど
ち
ら
に
も
絶
対
的
な
権
利
を
与
え
な
い
こ
と
で
す
。
常
に
相
互
に

関
連
し
な
が
ら
、
ど
ち
ら
に
も
他
方
と
断
絶
的
に
捉
え
る
こ
と
の
な
い
よ
う
な
方

法
論
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

四
点
目
に
入
り
ま
す
が
、
中
国
に
お
け
る
丸
山
研
究
。
區
さ
ん
が
自
ら
の
体
験

と
つ
な
げ
な
が
ら
丸
山
思
想
の
中
国
に
と
っ
て
の
意
味
を
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
私

は
、
中
国
に
お
け
る
丸
山
研
究
は
だ
い
た
い
ど
う
い
う
も
の
が
あ
る
か
に
つ
い
て

お
話
い
た
し
ま
す
。

　

中
国
に
お
け
る
丸
山
眞
男
研
究
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
翻
訳
本
で
始
ま
り
ま

し
た
が
、
一
九
九
八
年
に
孫
歌
さ
ん
が
「
文
学
の
位
置―

丸
山
眞
男
の
ジ
レ
ン

マ
的
矜
持
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
以
後
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
こ
と
も
あ

り
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
研
究
論
文
や
専
門
図
書
が
よ
り
多
く
刊
行
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
は
、
大
体
五
つ
の
領
域
に
分
け
ら
れ
る
と
思
い

ま
す
。
一
つ
目
、
日
本
の
思
想
界
に
お
け
る
丸
山
研
究―

日
本
で
は
ど
の
よ
う

に
研
究
さ
れ
て
き
て
い
る
か
に
つ
い
て
。
二
つ
目
、
丸
山
思
想
に
対
す
る
全
体
的

把
握―

丸
山
に
は
ど
の
よ
う
な
思
想
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
。
三
つ
目
、
丸
山

の
近
代
主
義
に
対
す
る
分
析
。
四
つ
目
、
丸
山
の
日
本
文
化
・
古
層
分
析
に
対
す

る
把
握
。
五
つ
目
、
丸
山
の
自
由
主
義
、
民
主
主
義
、
市
民
社
会
思
想
に
対
す
る

研
究
。

　

五
点
目
、
三
人
の
報
告
者
の
方
々
に
対
す
る
質
問
で
す
が
、
お
三
方
の
発
表
は

そ
れ
ぞ
れ
主
旨
や
論
点
が
明
瞭
に
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
私
が
そ
れ
ら
を
ま

と
め
る
必
要
も
な
い
と
思
い
ま
す
。
直
ち
に
質
問
に
入
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、油
井
先
生
に
対
し
て
二
つ
質
問
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
ず
一
点
目
、

油
井
先
生
は
、丸
山
先
生
が
ド
イ
ツ
思
想
を
中
心
に
学
ん
だ
と
理
解
さ
れ
た
う
え
、

今
日
は
丸
山
と
ア
メ
リ
カ
の
思
想
界
と
の
交
錯
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
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質
問
は
、
こ
の
よ
う
な
交
錯
の
丸
山
思
想
に
お
け
る
位
置
づ
け
は
ど
の
よ
う
に
理

解
し
た
ら
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
基
本
的
に
本
来
の
丸
山
思
想
の
延
長
線

上
に
あ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
ぶ
つ
か
り
合
い
を
通
し
て
新

し
い
問
題
提
起
が
で
き
た
の
か
。
油
井
先
生
ご
自
身
は
思
想
史
専
門
で
は
な
い
と

お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
も
し
ほ
か
の
先
生
に
答
え
て
い
た
だ
い
た
方
が
良

け
れ
ば
そ
れ
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
。　

　

次
に
二
点
目
。
丸
山
先
生
が
ド
イ
ツ
思
想
を
中
心
に
し
て
学
ん
で
き
た
と
す
る

と
、
ア
メ
リ
カ
思
想
を
中
心
に
学
ん
だ
日
本
人
学
者
と
比
較
し
て
丸
山
思
想
の
特

徴
は
何
か
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

區
さ
ん
に
対
す
る
質
問
で
す
が
、
先
ほ
ど
私
は
中
国
国
内
に
お
け
る
丸
山
研
究

を
簡
潔
に
ま
と
め
ま
し
た
が
、
區
さ
ん
は
思
想
史
の
研
究
者
と
し
て
、
中
国
国
内

だ
け
で
は
な
く
て
、
台
湾
や
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
丸
山
思
想
の
受
容
に
つ
い
て
、

ど
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
少
し
紹
介
し
て

い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

　

趙
星
銀
さ
ん
に
つ
い
て
の
質
問
で
す
が
、
趙
さ
ん
は
お
話
の
中
で
、「
韓
国
に

お
け
る
丸
山
に
つ
い
て
語
る
が
、
丸
山
に
お
け
る
韓
国
に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
、
さ
っ
き
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
丸
山
先
生
が
召
集

さ
れ
て
朝
鮮
に
滞
在
し
た
経
験
が
あ
り
、
そ
の
経
験
を
活
か
し
て
植
民
地
主
義
批

判
を
行
い
ま
し
た
。
丸
山
の
「
国
籍
性
」
を
言
う
際
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価

す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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