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小
説
世
界
に
お
け
る
固
有
名

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
へ
の
注
釈
の
試
み

野

中

潤

一
、
固
有
名
と
《
通
》
の
文
学

村
上
春
樹
の
『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』
（
一
九
八
○
年
六
月
・
講
談

社
）
に
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

十
二
の
歳
に
直
子
は
こ
の
土
地
に
や
っ
て
き
た
。
一
九
六
一
年
、
西
暦

で
い
う
と
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
。
リ
ッ
キ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
が
「
ハ
ロ
ー
・
メ
リ

ー
・
ル
ー
」
を
唄
っ
た
年
だ
。
そ
の
当
時
こ
の
平
和
な
緑
の
谷
間
に
は
人
の

目
を
引
く
も
の
な
ど
何
ひ
と
つ
存
在
し
な
か
っ
た
。
（
中
略
）

家
の
設
計
者
で
も
あ
っ
た
最
初
の
住
人
は
年
老
い
た
洋
画
家
だ
っ
た

が
、
彼
は
直
子
が
越
し
て
く
る
前
の
冬
、
肺
を
こ
じ
ら
せ
て
死
ん
だ
。
一
九

六
○
年
、
ボ
ビ
ー
・
ヴ
ィ
ー
が
「
ラ
バ
ー
・
ボ
ー
ル
」
を
唄
っ
た
年
だ
。
い
や
に

雨
が
多
い
冬
だ
っ
た
。

固
有
名
と
年
号
を
扱
う
村
上
春
樹
の
手
つ
き
に
つ
い
て
、
こ
の
部
分
を
取

り
上
げ
、
柄
谷
行
人
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

む
ろ
ん
村
上
春
樹
は
「
一
九
六
○
年
」
が
何
で
あ
る
か
を
よ
く
知
っ
て
い

る
の
に
、
無
知
の
ふ
り
を
す
る
。
そ
れ
が
イ
ロ
ニ
ー
と
い
う
語
の
原
初
的
な

意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
も
の
を
消
去
し
て
、

リ
ッ
キ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
の
「
ハ
ロ
ー
・
メ
リ
ー
・
ル
ー
」
、
ボ
ビ
ー
・
ヴ
ィ
ー
の
「
ラ

バ
ー
・
ボ
ー
ル
」
と
い
っ
た
「
忘
れ
得
ぬ
」
風
景
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
た
固

有
名
が
濫
用
さ
れ
る
の
は
、
本
当
は
固
有
名
を
拒
否
す
る
た
め
で
あ
る
。

数
字
の
濫
用
は
そ
れ
と
同
じ
意
図
を
持
っ
て
い
る
。

柄
谷
行
人
は
、
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
、
大
江

健
三
郎
の
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
の
パ
ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
。

一
九
六
○
（
昭
和

）
年
と
は
、
日
本
中
が
日
米
安
保
問
題
に
揺
れ
動
い

35

た
、
敗
戦
後
の
日
本
の
歩
み
を
考
え
る
上
で
重
要
な
年
で
あ
る
。
そ
し
て
「
万

延
元
年
」
と
は
す
な
わ
ち
、
一
八
六
○
年
の
こ
と
で
あ
る
。
大
江
健
三
郎
は
、

一
八
六
○
年
の
百
姓
一
揆
を
百
年
後
の
安
保
闘
争
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、

「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
と
い
う
小
説
を
生
み
だ
し
た
わ
け
だ
。
し
た
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が
っ
て
「
万
延
元
年
の
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
」
は
、
《
日
米
関
係
百
年
の
物
語
》
で
あ

る
。
そ
う
い
う
特
権
性
を
持
っ
た
年
と
し
て
の
一
九
六
○
年
が
、
村
上
春
樹

の
小
説
の
中
で
「
ボ
ビ
ー
・
ヴ
ィ
ー
が
『
ラ
バ
ー
・
ボ
ー
ル
』
を
唄
っ
た
年
」
と
書

か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
柄
谷
行
人
は
苛
立
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
一
九

六
○
年
が
ど
う
い
う
年
で
あ
る
か
よ
く
知
っ
て
い
る
の
に
「
無
知
の
ふ
り
」
を

し
て
い
る
の
は
「
歴
史
意
識
の
空
無
化
」
で
あ
り
、
「
ハ
ロ
ー
・
メ
リ
ー
・
ル
ー
」
や

「
ラ
バ
ー
・
ボ
ー
ル
」
と
い
う
よ
う
な
固
有
名
が
濫
用
さ
れ
る
の
は
「
本
当
は
固

有
名
を
拒
否
す
る
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、
柄
谷
行
人
の
主
張
で
あ
る
。

ほ
ん
と
う
に
そ
う
な
の
か
。

「
ハ
ロ
ー
・
メ
リ
ー
・
ル
ー
」
や
「
ラ
バ
ー
・
ボ
ー
ル
」
は
固
有
名
な
の
だ
か
ら
、

少
な
く
と
も
「
拒
否
」
と
い
う
こ
と
ば
は
不
穏
当
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
柄
谷
行

人
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
リ
ッ
キ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
や
ボ
ビ
ー
・
ヴ
ィ
ー
の
よ
う
な

了
解
不
能
な
固
有
名
を
濫
用
す
る
こ
と
が
、
固
有
名
の
意
味
を
空
洞
化
す

る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
た
ん
に
柄
谷
行

人
が
知
ら
な
い
と
い
う
だ
け
の
話
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
る
い
は
「
無
知
の
ふ

り
」
を
し
て
い
る
だ
け
だ
と
で
も
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

よ
く
読
む
と
、
ど
う
や
ら
「
一
般
性
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
〈
固

有
名
〉
を
使
う
こ
と
で
、
一
般
性
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
《
固
有
名
》
を

排
除
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
「
固
有

名
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
一
般
性
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
〈
固
有

名
〉
と
、
一
般
性
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
《
固
有
名
》
の
二
種
類
が
あ
る

と
い
う
こ
と
の
だ
。
し
か
し
こ
う
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
な
ら
、
リ
ッ
キ
ー
・

ネ
ル
ソ
ン
や
ボ
ビ
ー
・
ヴ
ィ
ー
と
い
う
よ
う
な
こ
と
ば
を
「
固
有
名
」
と
呼
ば

な
い
方
が
い
い
。
ま
ぎ
ら
わ
し
い
だ
け
だ
。

だ
い
い
ち
、
村
上
春
樹
の
小
説
に
リ
ッ
キ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
や
ボ
ビ
ー
・
ヴ
ィ
ー

の
よ
う
な
固
有
名
が
出
て
く
る
の
は
、
小
説
と
読
者
の
間
に
特
定
の
時
空
と

結
び
つ
い
た
濃
密
な
関
係
を
作
り
上
げ
る
た
め
の
仕
掛
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
般
性
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
拒
み
つ
つ
、
同
時
に
一
般
性
に
も
す
り
寄
ろ

う
す
る
読
者
の
欲
望
を
満
た
す
た
め
の
装
置
で
あ
る
。
「
１
９
７
３
年
の
ピ
ン

ボ
ー
ル
」
に
お
け
る
固
有
名
の
問
題
を
考
え
る
の
な
ら
、
個
性
や
自
分
ら
し

さ
を
探
し
求
め
て
い
る
読
者
の
欲
望
を
満
た
す
《
仕
掛
け
》
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
側
面
を
問
題
に
す
べ
き
だ
ろ
う
。
柄
谷
行
人
は
、
村
上
春
樹
の
小
説

を
、
自
分
の
問
題
構
成
に
あ
ま
り
に
も
強
引
に
あ
て
は
め
過
ぎ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
Ｐ
―
Ｍ
Ｏ
Ｄ
Ｅ
Ｌ
の
「
美
術
館
で
あ
っ
た
人
だ
ろ
」
と
い
う
固
有

名
が
、
あ
る
特
定
の
時
空
を
と
も
に
し
た
者
の
間
に
、
愉
楽
に
満
ち
た
了
解

を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
わ
た
し
は
知
っ
て
い
る
。
イ
ン
ベ
ー
ダ
ー
ゲ
ー
ム
が
日

本
中
を
席
巻
し
、
ウ
ォ
ー
ク
マ
ン
が
登
場
し
た
一
九
七
○
年
代
の
末
に
、
特

定
の
嗜
好
を
共
有
し
た
若
者
が
魅
了
さ
れ
た
特
別
な
世
界
を
体
験
し
た
こ

と
が
あ
る
か
ら
だ
。
世
代
を
超
え
て
了
解
さ
れ
る
よ
う
な
一
般
性
に
は
解
消

さ
れ
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
「
一
般
性
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
単
独
性
」

を
示
す
も
の
で
も
な
い
。
《
個
性
的
》
な
Ｄ
Ｃ
ブ
ラ
ン
ド
に
狂
奔
し
た
一
九
八

○
年
代
の
若
者
と
同
様
の
、
差
別
化
さ
れ
た
内
輪
空
間
へ
の
欲
望
が
こ
こ
に

は
あ
る
。

別
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
僕
は
泣
い
ち
っ
ち
」
と
か
「
霧
笛
が
俺
を
呼
ん
で
い

る
」
、
あ
る
い
は
「
受
験
生
ブ
ル
ー
ス
」
と
か
「
天
使
の
誘
惑
」
な
ど
と
い
う
、
今

と
な
っ
て
は
知
る
人
の
少
な
い
固
有
名
は
、
あ
る
種
類
の
人
々
の
気
持
ち
を
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特
定
の
時
空
に
引
き
戻
す
よ
う
な
喚
起
力
を
持
っ
て
い
る
。
「
ハ
ロ
ー
・
メ
リ
ー

・
ル
ー
」
や
「
ラ
バ
ー
ボ
ー
ル
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
お
そ
ら
く
一
九
六
○
年
代

初
頭
に
ア
メ
リ
カ
ン
ポ
ッ
プ
ス
を
聴
い
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
何
か
深
い
と

こ
ろ
で
感
情
を
揺
さ
ぶ
る
よ
う
な
濃
密
な
関
係
性
を
、
小
説
と
自
分
と
の

間
に
生
み
出
す
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
反
米
闘
争
と
し
て
の
安
保

闘
争
に
吸
引
さ
れ
て
い
く
者
を
横
目
で
見
つ
つ
、
Ｆ
Ｅ
Ｎ
か
ら
流
れ
る
ア
メ
リ

カ
ン
ポ
ッ
プ
ス
を
聞
き
な
が
ら
受
験
勉
強
を
し
た
り
、
カ
ー
ラ
ジ
オ
で
音
楽
を

流
し
な
が
ら
女
の
子
と
ド
ラ
イ
ブ
を
し
た
り
し
て
い
た
若
者
も
い
た
は
ず
だ

か
ら
で
あ
る
。
安
保
だ
け
が
歴
史
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
「
僕
は
泣
い
ち
っ
ち
」
と
「
霧
笛
が
俺
を
呼
ん
で
い
る
」
は
一
九

六
○
年
（
昭
和

）
の
ヒ
ッ
ト
曲
、
「
受
験
生
ブ
ル
ー
ス
」
と
「
天
使
の
誘
惑
」
は

35

一
九
六
八
年
（
昭
和

）
の
ヒ
ッ
ト
曲
で
あ
る
。

43

「
文
壇
交
友
録
小
説
」
と
し
て
の
私
小
説
が
一
般
読
者
を
排
除
し
た
場
所

で
作
家
同
士
の
濃
密
な
関
係
を
築
い
た
よ
う
に
、
村
上
春
樹
の
小
説
に
出
て

く
る
固
有
名
は
、
あ
る
特
定
の
読
者
に
対
す
る
「
あ
な
た
に
は
わ
か
る
よ
ね
」

と
い
う
呼
び
か
け
を
内
在
さ
せ
て
い
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
読
む
行
為
を
通

じ
て
濃
密
な
関
係
性
を
生
成
さ
せ
る
装
置
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
少
数
の
者
の

間
に
成
立
す
る
濃
厚
な
了
解
の
あ
り
よ
う
を
《
通
》
と
い
う
こ
と
ば
で
表
す

と
す
れ
ば
、
私
小
説
も
村
上
春
樹
の
小
説
も
《
通
》
の
文
学
な
の
で
あ
る
。

二
、
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
は
何
か

村
上
春
樹
の
小
説
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
（
一
九
八
七
年
九
月
・
講
談
社
）

は
、
累
計
四
○
○
万
部
を
超
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
の
「
ノ
ル

ウ
ェ
イ
の
森
」
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
楽
曲
で
あ
る
《Norw

egian
W

ood

～This
B

ird
H

as
Flow

n

》
の
日
本
語
タ
イ
ト
ル
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
だ
。
冒
頭
の
場

面
で
ハ
ン
ブ
ル
グ
空
港
に
降
り
立
っ
た
「
僕
」
が
旅
客
機
内
で
聞
く
曲
が
「
ノ
ル

ウ
ェ
イ
の
森
」
で
あ
る
。
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
曲
な
の

で
、
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
い
う
固
有
名
か
ら
、
そ
の
歌
詞
の
内
容
を
想
起
で

き
る
読
者
が
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
映
画
で
言
え
ば
テ
ー
マ
音
楽
の
よ
う

な
も
の
だ
か
ら
、
歌
の
雰
囲
気
や
内
容
と
小
説
世
界
が
ど
の
よ
う
に
関
連
づ

け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
興
味
を
覚
え
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
が
書
い
た
歌
詞
は
、
あ
る
男
が
女
に
誘
わ
れ
て
一
夜
を
と

も
に
過
ご
す
と
い
う
話
で
あ
る
。
誘
わ
れ
て
女
の
部
屋
に
行
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
セ
ッ
ク
ス
を
し
な
い
ま
ま
眠
っ
て
し
ま
い
、
朝
に
な
っ
て
男
は
一
人
で

目
覚
め
る
こ
と
に
な
る
。
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
《B

ird

》
と
は
、
眠
っ
て
い
る
間
に

い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
女
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
《This

B
ird

H
as

Flow
n

》
と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
意
味
は
、
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
も
の
だ

と
言
え
る
。
一
方
で
、
《Norw

egian
W

ood

》
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
意
味
は
難

解
だ
。

歌
詞
を
書
い
た
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
が
ど
う
い
う
意
味
で
《N

orw
egian

W
ood

》
と
い
う
こ
と
ば
を
使
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
考
え
方
が

あ
る
。

ま
ず
、
「
森
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
《w

ood

》
は
単
数
な
の
で
、
じ
つ
は
「
木
材
」

の
こ
と
だ
と
い
う
説
が
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
歌
詞
の
最
後
が
次
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
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SO
I

LIT
A

FIR
E

ISN
'T
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O
W
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N
W

O
O

D

《I
lit

a
fire

》
は
火
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
ノ
ル
ウ
ェ
イ
産
の
木

材
で
作
ら
れ
た
家
具
に
火
を
つ
け
た
と
い
う
異
様
な
結
末
を
イ
メ
ー
ジ
し
て

も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
一
人
取
り
残
さ
れ
た
男
が
、

女
の
部
屋
に
火
を
放
っ
て
う
さ
晴
ら
し
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
Ｃ
Ｄ
に
添
付
さ
れ
て
い
る
内
田
久
美
子
訳
で
は
、
《I

lit
a

fire

》

は
、
「
暖
炉
に
火
を
く
べ
た
」
と
い
う
穏
当
な
解
釈
に
な
っ
て
い
る
。
最
後
の

《N
orw

egian
W

ood

》
と
い
う
部
分
は
、
《w

ood

》
が
単
数
で
あ
る
こ
と
を

無
視
し
て
、
「
ま
る
で
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
に
い
る
み
た
い
だ
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

で
も
、
目
が
覚
め
た
ら
女
（
小
鳥
）
が
い
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、

「
そ
れ
で
僕
は
火
を
つ
け
た
」
と
続
く
の
だ
か
ら
、
「
煙
草
に
火
を
つ
け
た
」
と

い
う
方
が
動
作
と
し
て
は
自
然
か
も
し
れ
な
い
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
《Norw

egian
W

ood

》
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら

な
い
。
い
っ
た
い
《N

orw
egian

W
ood

》
と
は
何
な
の
か
。

村
上
春
樹
が
『
そ
う
だ
、
村
上
さ
ん
に
聞
い
て
み
よ
う
』
（
二
○
○
○
年
八

月
・
朝
日
新
聞
社
》
に
書
い
た
こ
と
で
一
気
に
広
ま
っ
た
の
が
、
最
初
に
考
え

ら
れ
て
い
た
歌
詞
で
は
《Know

ing
She

W
ould

》
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
話
で

あ
る
。
歌
詞
を
置
き
換
え
て
解
釈
す
れ
ば
、
「
彼
女
が
や
り
た
い
っ
て
わ
か
っ

て
る
の
は
素
敵
な
こ
と
だ
よ
ね
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。

こ
れ
を
村
上
春
樹
の
小
説
世
界
に
応
用
す
る
と
、
直
子
が
セ
ッ
ク
ス
を
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
に
、
結
局
は
し
な
か
っ
た
「
僕
」
の

物
語
が
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
で
あ
る
と
い
う
話
に
な
る
。

し
か
し
、
テ
ー
マ
音
楽
の
意
味
と
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
卑
俗
で
あ
る
。
し

か
も
、
直
子
が
二
十
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
日
に
、
「
僕
」
は
一
度
だ
け
な
の

だ
が
セ
ッ
ク
ス
を
し
て
い
る
の
だ
。
た
し
か
に
阿
美
寮
で
直
子
が
「
僕
」
の
目
の

前
で
全
裸
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
体
を
重
ね
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら

こ
の
場
面
だ
け
を
念
頭
に
お
け
ば
、
「
セ
ッ
ク
ス
を
し
な
か
っ
た
僕
」
と
い
う
解

釈
が
あ
て
は
ま
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
部
分
的
に
し
か
あ
て
は
ま
ら

な
い
の
で
は
、
テ
ー
マ
音
楽
と
し
て
い
か
に
も
中
途
半
端
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
い
う
曲
が
登
場
す
る
の
は
、
小
説
冒
頭
で
「
僕
」
が
ハ

ン
ブ
ル
グ
空
港
に
降
り
立
つ
場
面
で
あ
る
。
そ
し
て
小
説
を
読
み
進
め
る
と
、

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
は
、
阿
美
寮
で
レ
イ
コ
が
直
子
の
た
め
に
演
奏
し
て
い
た

曲
の
中
で
も
特
別
な
一
曲
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
た
だ
し
、
直
子
に

と
っ
て
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
が
な
ぜ
特
別
な
曲
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く

語
ら
れ
て
い
な
い
。

な
ぜ
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
は
直
子
に
と
っ
て
特
別
な
曲
な
の
か
。

歌
詞
の
内
容
を
ふ
ま
え
た
上
で
直
子
に
寄
り
添
っ
て
推
測
す
れ
ば
、
な
ぜ

か
キ
ズ
キ
と
は
ま
っ
た
く
セ
ッ
ク
ス
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
記
憶
が
、
生
前
に

行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
〈
未
完
了
の
務
め
〉
と
し
て
重
く
わ
だ
か
ま
っ
て
い
た

か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
手
や
口
を
使
っ
た
行
為
し
か
で

き
な
か
っ
た
関
係
性
を
、
キ
ズ
キ
の
側
か
ら
捉
え
返
し
、
《ISN

'T
IT

G
O

O
D

》
（
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
）
と
い
う
こ
と
ば
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
「
ノ
ル

ウ
ェ
イ
の
森
」
と
い
う
曲
の
世
界
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
セ
ッ
ク
ス
が
で
き
な
く
て

も
、
「
彼
女
が
そ
う
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
」
こ
と
だ
け
で
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満
足
で
あ
る
と
い
う
男
の
意
識
を
、
レ
イ
コ
に
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
を
歌
っ
て

も
ら
う
こ
と
で
な
ぞ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。

し
か
し
三
十
七
歳
の
「
僕
」
に
と
っ
て
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
い
う
曲
が
ど
う

い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
問
題
は
、
直
子
の
場
合
と
は
別
に
考
え
る
必

要
が
あ
る
。
テ
ー
マ
音
楽
と
し
て
の
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
意
味
を
考
え
る
と

す
れ
ば
、
「
僕
」
に
と
っ
て
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
避
け

て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
だ
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
演
奏
す
る
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
が
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
空
港
に

着
陸
し
た
ボ
ー
イ
ン
グ
７
４
７
の
天
井
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
流
れ
た
と
き
、

「
僕
」
の
心
は
激
し
く
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
る
。
直
子
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
さ
れ
た
か

ら
な
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
直
子
の
記
憶
に
つ
な
が
る
多
く
の
事
象
の
中
で
、

な
ぜ
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
が
選
ば
れ
て
い
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。

英
語
を
解
す
る
「
僕
」
が
、
《N

orw
egian

W
ood
》
と
い
う
歌
詞
の
背
後

に
、
《Know

ing
She

W
ould

》
（
彼
女
が
そ
う
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は

わ
か
っ
て
い
る
）
と
い
う
音
の
つ
ら
な
り
を
聞
き
と
っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
ス
ピ

ー
カ
ー
か
ら
流
れ
る
の
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
演
奏
だ
け
の
は
ず
で
あ
る
が
、
よ

く
知
っ
て
い
る
曲
だ
け
に
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
中
に
歌
声
を
思
い
描
く
こ
と
が
で

き
た
は
ず
だ
。
そ
う
い
う
前
提
の
も
と
に
、
「
直
子
を
失
っ
た
三
十
七
歳
の

「
僕
」
に
と
っ
て
、
《Know

ing
She

W
ould

》
が
何
を
意
味
す
る
か
」
と
い
う

問
い
を
立
て
て
み
る
。

そ
の
答
え
は
、
「
彼
女
が
セ
ッ
ク
ス
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
ど
で
は
あ
り
え
な
い
。
《K

now
ing

She
W

ould

》

（
彼
女
が
そ
う
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
）
と
い
う
の
は
、
お

そ
ら
く
「
彼
女
が
自
殺
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
」
と
い

う
意
味
に
他
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
僕
」
は
心
を
激
し
く
ゆ

さ
ぶ
ら
れ
、
頭
を
抱
え
込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
《Know

ing
She

W
ould

》
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を

隠
し
持
っ
た
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
い
う
曲
が
冒
頭
の
場
面
で
流
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
は
、
小
説
全
体
の
タ
イ
ト
ル
に
見
合
う
意
味
が
あ
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。
《N

orw
egian

W
ood

》
は
、
身
近
な
人
間
の
自
殺
を
防
げ
な
か

っ
た
こ
と
に
対
す
る
罪
障
感
が
深
く
影
を
落
と
し
て
い
る
村
上
春
樹
の
「
ノ
ル

ウ
ェ
イ
の
森
」
に
似
つ
か
わ
し
い
テ
ー
マ
音
楽
な
の
で
あ
る
。

そ
う
考
え
た
上
で
ふ
た
た
び

ビ
ー
ト
ル
ズ
の
楽
曲
で
あ
る
《N

orw
egian

W
ood

～This
B

ird
H

as
Flow

n

》
の
歌
詞
に
戻
っ
て
み
る
と
、
こ
の
曲
の
世

界
に
も
別
な
読
み
の
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

以
下
に
引
く
の
は
最
終
連
で
あ
る
。

A
N

D
W

H
EN

I
A

W
O

K
E

I
W

A
S

A
LO

N
ETH

IS
B

IR
D

H
A

D
FLO

W
N

SO
ILIT

A
FIR

E
ISN

'T
IT

G
O

O
D

N
O

W
EG

IA
N

W
O

O
D

注
目
し
た
い
の
は
、
《This

bird
had

flow
n

》
と
い
う
部
分
だ
。
内
田
久
美

子
訳
で
は
、
「
翌
朝

目
が
覚
め
る
と
俺
ひ
と
り

か
わ
い
い
小
鳥
は
飛
ん
で

い
っ
て
し
ま
っ
た

俺
は
暖
炉
に
火
を
く
べ
た
…
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

寝
て
い
る
間
に
彼
女
が
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
前
の
晩
の
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こ
と
を
描
い
た
部
分
に
、
彼
女
が
「
朝
か
ら
仕
事
が
あ
る
」
と
言
っ
て
い
た
と
い

う
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
、
「
出
勤
し
た
」
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
。
し
か
し

二
人
が
ワ
イ
ン
を
飲
ん
で
お
し
ゃ
べ
り
を
し
て
一
夜
を
明
か
し
た
場
所
は
、

《her
room

》
で
あ
る
。
男
の
部
屋
な
の
で
あ
れ
ば
、
喪
失
感
は
引
き
立
つ

が
、
女
の
部
屋
で
あ
る
な
ら
ば
い
ず
れ
は
帰
宅
し
て
し
ま
う
。
「
出
勤
し
た
」

と
い
う
散
文
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
何
か
釈
然
と
し
な
い
も
の
を
感
じ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
歌
詞
の
解
釈
の
可
能
性
と
し
て
指
摘
で
き
る
の
が
、
《This

bird
had

flow
n

》
と
は
《This

girl
had

gone

》
で
あ
り
、
女
の
死
を
暗
示
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
《bird

》
の
前
に
は
《this

》

が
つ
い
て
い
る
。
目
の
前
に
い
る
「
こ
の
女
」
に
《had

flow
n

＝had
gone

》
と

い
う
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
死
体
を
前
に
し
て
い
る
と
考
え
た
方

が
自
然
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
小
説
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
に
お

い
て
、
「
死
ん
で
し
ま
っ
た
女
」
と
は
、
直
子
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

三
、
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
映
画
「
卒
業
」

多
く
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
は
四
拍
子
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
で
も
ラ
ッ
プ
で
も
ジ
ャ

ズ
で
も
演
歌
で
も
、
流
行
歌
と
言
わ
れ
て
い
る
音
楽
の
大
半
は
四
拍
子
で
あ

る
。
専
門
的
に
は
、
８
ビ
ー
ト
、

ビ
ー
ト
、

ビ
ー
ト
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
リ

16

32

ズ
ム
が
あ
る
が
、
基
本
は
四
拍
子
で
あ
る
。
「
ロ
ッ
ク
の
神
様
」
で
あ
り
、
「
ポ
ッ

プ
ス
の
王
者
」
で
あ
る
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
楽
曲
も
、
大
半
は
四
拍
子
で
あ
る
。

た
だ
し
、
音
楽
性
豊
か
な
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
楽
曲
の
中
に
は
、
三
拍
子
を
効

果
的
に
使
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
一
九
六
五
年
に
発
売
さ
れ
た
「
恋
を
抱
き
し
め
よ
う
（W

e

C
an

W
ork

It
O

ut

）
」
は
、
い
わ
ゆ
る
サ
ビ
と
言
わ
れ
る
部
分
に
三
拍
子
（
ワ

ル
ツ
）
の
リ
ズ
ム
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
七
○
年
に
発
売
さ
れ
た
Ｌ
Ｐ

レ
コ
ー
ド
「
レ
ッ
ト
・
イ
ッ
ト
・
ビ
ー
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
ア
イ
・
ミ
ー
・
マ
イ
ン

（I
M

e
M

ine

）
」
は
、
三
拍
子
を
基
調
と
し
た
曲
で
、
「
恋
を
抱
き
し
め
よ

う
」
と
は
逆
に
サ
ビ
だ
け
が
四
拍
子
に
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
と
て
も
優
れ

た
楽
曲
で
あ
る
が
、
三
拍
子
を
使
っ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ロ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
と
し
て
は
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
楽
曲
全
体
が
三
拍
子
で
作

ら
れ
て
い
る
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
は
、
ビ
ー
ト
ル
ズ
・
ナ
ン
バ
ー
の
中
で
、
ま
た
現

代
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
中
で
も
少
数
派
に
属
す
る
。

じ
つ
は
現
代
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
中
で
少
数
派
に
属
す
る
三
拍
子
の
曲

が
、
小
説
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
に
は
他
に
も
あ
る
。
「
僕
」
―
直
子
―
キ
ズ
キ
と

い
う
関
係
を
原
型
と
し
て
、
三
者
関
係
が
ず
れ
を
は
ら
み
な
が
ら
反
復
さ
れ

て
い
く
小
説
で
あ
る
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
に
お
い
て
、
〝
３
〟
と
い
う
数
字
が

何
か
特
権
的
な
意
味
を
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
他
に
、
三
拍
子
の
曲
で
あ
り
、
特
権
的
な
意
味
を
担
わ

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
楽
曲
と
は
、
サ
イ
モ
ン
と
ガ
ー
フ
ァ
ン
ク
ル
の

「Scarbough
Fair

（
ス
カ
ボ
ロ
・
フ
ェ
ア
）
」
で
あ
る
。

レ
イ
コ
が
ギ
タ
ー
で
弾
き
語
り
を
す
る
曲
の
一
つ
で
あ
る
「
ス
カ
ボ
ロ
・
フ
ェ

ア
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
古
い
民
謡
（
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
）
が
原
曲
で
、
ダ
ス
テ
ィ
ン
・
ホ

フ
マ
ン
主
演
の
映
画
「
卒
業
」
の
挿
入
歌
と
し
て
使
わ
れ
、
大
ヒ
ッ
ト
し
た
。

小
説
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
「
僕
」
は
、
映
画
「
卒
業
」
を
観
て
い
る
。
だ
か

ら
、
村
上
春
樹
の
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
ダ
ス
テ
ィ
ン
・
ホ
フ
マ
ン
主
演
の
「
卒

業
」
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
比
較
し
て
み
る
の
も
面
白
い
の
だ
が
、
ま
ず
は
歌
詞
の
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中
か
ら
注
目
さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
を
抜
き
出
し
て
紹
介
し
て
お
こ
う
。

た
と
え
ば
、
第
一
連
は
以
下
の
通
り
に
な
っ
て
い
る
。

ス
カ
ボ
ロ
の
町
の
縁
日
に
行
く
ん
だ
ね

パ
セ
リ
、
セ
ー
ジ
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
、
タ
イ
ム

あ
の
人
に
よ
ろ
し
く
伝
え
て
欲
し
い

あ
の
人
は
僕
が
昔
、
ほ
ん
と
う
に
愛
し
た
人
な
ん
だ

（
野
中
潤
訳
・
以
下
同
じ
）

「
パ
セ
リ
、
セ
ー
ジ
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
、
タ
イ
ム
」
と
い
う
の
は
、
ケ
ル
ト
民
族

の
呪
文
で
あ
る
。
こ
の
お
ま
じ
な
い
を
唱
え
る
こ
と
で
、
妖
精
や
魔
物
か
ら
身

を
守
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
阿
美
寮
で
レ
イ
コ
が
歌

っ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
直
子
を
魔
物
か
ら
守
る
た
め
の
呪
文
だ
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
直
子
を
喪
っ
た
あ
と
の
「
僕
」
に
と
っ
て

ど
う
い
う
意
味
を
は
ら
ん
で
い
る
曲
な
の
か
と
い
う
こ
と
の
方
が
重
要
で
あ

る
。
つ
ま
り
回
想
す
る
「
僕
」
に
と
っ
て
、
「
ほ
ん
と
う
に
愛
し
た
人
」
と
し
て
の

「
彼
女
」
と
は
、
直
子
の
こ
と
を
指
す
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ

う
考
え
る
と
、
「
ス
カ
ボ
ロ
の
町
の
縁
日
」
と
い
う
の
は
、
現
実
の
世
界
で
行
わ

れ
て
い
る
《fair

》
と
言
う
よ
り
も
、
死
の
世
界
を
指
す
メ
タ
フ
ァ
ー
で
は
な
い

か
と
思
え
て
く
る
。
さ
ら
に
、
「
パ
セ
リ
、
セ
ー
ジ
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
、
タ
イ
ム
」

と
い
う
呪
文
は
、
「
開
け
、
ご
ま
！
」
と
同
様
に
、
異
境
へ
の
扉
を
開
く
鍵
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

第
二
連
に
は
次
の
よ
う
な
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
。

木
綿
の
シ
ャ
ツ
を
作
っ
て
と
伝
え
て
欲
し
い

（
深
い
森
の
緑
の
中
に
あ
る
丘
の
傾
斜
の
）

パ
セ
リ
、
セ
ー
ジ
、
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
、
タ
イ
ム

（
雪
の
上
に
残
さ
れ
た
雀
の
茶
色
い
あ
し
あ
と
）

縫
い
目
も
針
の
あ
と
も
な
い
よ
う
に

（
毛
布
と
寝
巻
を
着
た
山
の
子
ど
も
が
）

そ
う
す
れ
ば
あ
の
人
は
私
の
ほ
ん
と
う
の
恋
人
に
な
る

（
高
ら
か
な
呼
び
か
け
の
声
に
も
気
づ
か
ず
眠
る
）

丸
カ
ッ
コ
内
の
こ
と
ば
は
、
原
曲
の
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
に
は
な
い
も
の
で
、
主
旋

律
に
か
ぶ
せ
る
形
で
合
い
の
手
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
挿
入
さ
れ
た
詩

句
の
中
に
、
《in

the
deep

forest
green

》
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
あ
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
「
深
い
森
の
緑
」
の
こ
と
で
、
直
子
の
自
殺
が
森
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
と
符
合
す
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
深
い
緑
は
、
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
下

巻
の
装
幀
の
基
調
色
に
使
わ
れ
て
い
る
色
で
も
あ
る
。

第
三
連
の
挿
入
句
の
中
に
は
「
赤
」
も
出
て
く
る
。
こ
ち
ら
は
上
巻
の
基
調

色
で
あ
る
。
最
初
の
二
行
を
英
語
で
引
用
し
よ
う
。

W
ar

bellow
s

blazing
in

scarletbattalions.
G

enerals
order

their
soldiers

to
kill.

―
「Parsley,sage,rosem

ary
and

thym
e

」
（1966

）
よ
り
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「scarlet

」
は
「
緋
色
」
と
訳
さ
れ
る
が
、
要
す
る
に
濃
く
深
い
赤
色
で
あ

る
。
小
説
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
装
幀
に
使
わ
れ
た
「
赤
」
と
「
緑
」
が
、
《kill

》

と
い
う
単
語
と
と
も
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
挿
入
句
の
部

分
に
は
他
に
も
、
「grave

」
「soldier

」
「gun

」
な
ど
の
単
語
が
ち
り
ば
め
ら

れ
て
い
る
。
日
本
語
で
言
う
と
、
「
墓
穴
」
「
兵
士
」
「
銃
」
で
あ
る
。
「
ス
カ
ボ
ロ
・

フ
ェ
ア
」
の
歌
詞
に
は
、
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
も

言
わ
れ
る
が
、
〈
愛
の
こ
と
ば
〉
で
構
成
さ
れ
る
主
旋
律
に
対
し
て
、
〈
死
の
こ

と
ば
〉
で
応
答
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

「
ス
カ
ボ
ロ
・
フ
ェ
ア
」
を
レ
イ
コ
が
ハ
ミ
ン
グ
で
歌
っ
た
の
は
、
主
旋
律
の
部
分

の
は
ず
で
、
挿
入
句
の
部
分
は
歌
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
レ

イ
コ
は
図
ら
ず
も
、
ハ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
〈
愛
の
こ
と
ば
〉
を
想
起
さ
せ
つ
つ
、

〈
死
の
こ
と
ば
〉
を
隠
蔽
な
い
し
は
抑
圧
し
て
い
る
と
い
う
見
方
が
で
き
る
わ

け
だ
。
あ
る
い
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
、
聴
い
て
い
る
「
僕
」
と
直
子
に
〈
死
の
こ

と
ば
〉
の
副
旋
律
を
唱
和
す
る
よ
う
に
強
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

小
説
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
中
で
「
ス
カ
ボ
ロ
・
フ
ェ
ア
」
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
最

初
に
流
れ
る
の
は
、
阿
美
寮
の
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
の
ス
テ
レ
オ
で
あ
る
。
Ｆ
Ｍ
放

送
で
音
楽
が
聴
き
た
く
て
、
い
つ
も
わ
ざ
わ
ざ
コ
ー
ヒ
ー
・
ハ
ウ
ス
を
訪
れ
る
レ

イ
コ
が
希
望
し
、
ス
イ
ッ
チ
が
入
れ
ら
れ
て
間
も
な
く
の
こ
と
だ
っ
た
。
上
巻
の

終
わ
り
近
く
、
第
五
章
の
一
場
面
で
あ
る
。

ク
リ
ー
ム
の
「
ホ
ワ
イ
ト
・
ル
ー
ム
」
が
か
か
り
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が
あ
っ
て
、

そ
れ
か
ら
サ
イ
モ
ン
・
ア
ン
ド
・
ガ
ー
フ
ァ
ン
ク
ル
の
「
ス
カ
ボ
ロ
・
フ
ェ
ア
」
が
か

か
っ
た
。
曲
が
終
わ
る
と
レ
イ
コ
は
私
こ
の
歌
好
き
よ
と
言
っ
た
。

「
こ
の
映
画
観
ま
し
た
よ
」
と
僕
は
言
っ
た
。

「
誰
が
出
て
る
の
？
」

「
ダ
ス
テ
ィ
ン
・
ホ
フ
マ
ン
」

「
そ
の
人
知
ら
な
い
わ
ね
え
」
と
レ
イ
コ
さ
ん
は
哀
し
そ
う
に
首
を
振
っ
た
。

「
ス
カ
ボ
ロ
・
フ
ェ
ア
」
が
ダ
ス
テ
ィ
ン
・
ホ
フ
マ
ン
の
主
演
映
画
「
卒
業
」
（
一
九

六
七
）
の
挿
入
歌
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
だ
が
、
引
用
部
分
で
も
わ

か
る
通
り
、
「
僕
」
は
映
画
館
で
「
卒
業
」
を
観
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
厳
密
に

言
う
と
、
〈
理
想
的
な
読
者
〉
が
「
ス
カ
ボ
ロ
・
フ
ェ
ア
」
と
い
う
曲
を
最
初
に
想

起
す
る
の
は
、
レ
イ
コ
の
歌
に
先
立
つ
、
次
の
場
面
で
あ
る
。

「
悪
か
っ
た
な
。
い
つ
か
埋
め
合
わ
せ
す
る
よ
」
と
彼
は
言
っ
た
。
そ
し
て

人
混
み
の
中
に
消
え
て
い
っ
た
。
僕
は
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
・
ス
タ
ン
ド
に
入
っ
て
チ

ー
ズ
・
バ
ー
ガ
ー
を
食
べ
、
熱
い
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
で
宵
を
さ
ま
し
て
か
ら

近
く
の
二
番
館
で
『
卒
業
』
を
観
た
。
そ
れ
ほ
ど
面
白
い
映
画
と
も
思
え
な

か
っ
た
け
れ
ど
、
他
に
や
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
そ
の
ま
ま
も
う
一
度
く
り

か
え
し
て
そ
の
映
画
を
観
た
。
そ
し
て
映
画
館
を
出
て
午
前
四
時
前
の
ひ

や
り
と
し
た
新
宿
の
町
を
考
え
ご
と
を
し
な
が
ら
あ
て
も
な
く
ぶ
ら
ぶ
ら

と
歩
い
た
。

誘
わ
れ
て
新
宿
の
町
に
出
か
け
た
も
の
の
、
珍
し
く
女
の
子
を
つ
か
ま
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
午
後
十
一
時
半
に
な
っ
て
あ
き
ら
め
、
永
沢
と
別
れ
る

場
面
で
あ
る
。
「
僕
」
は
二
度
も
「
卒
業
」
を
観
て
い
る
の
だ
。
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「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
の
読
者
で
あ
る
わ
た
し
に
、
「
卒
業
」
と
い
う
映
画
が

喚
起
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
か
の
有
名
な
花
嫁
略
奪
シ
ー
ン
で
あ
る
。
映
画
の

最
後
で
、
結
婚
式
の
最
中
に
教
会
に
乱
入
し
た
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
（
ダ
ス
テ
ィ
ン
・

ホ
フ
マ
ン
）
が
十
字
架
を
振
り
回
し
て
乱
闘
し
た
末
に
、
花
嫁
の
エ
レ
ー
ン
（
キ

ャ
サ
リ
ン
・
ロ
ス
）
を
奪
っ
て
逃
げ
去
る
印
象
的
な
シ
ー
ン
で
あ
る
。
平
野
芳
信

の
『
村
上
春
樹
と
《
最
初
の
夫
の
死
ぬ
物
語
》
』
（
二
○
○
一
年
四
月
・
翰
林
書

房
）
に
な
ぞ
ら
え
て
言
え
ば
、
映
画
「
卒
業
」
は
《
最
初
の
夫
か
ら
妻
を
奪
う

物
語
》
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
キ
ズ
キ
と
い
う
《
最

初
の
夫
》
か
ら
直
子
と
い
う
妻
を
奪
う
物
語
を
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
「
僕
」

の
現
在
に
つ
な
が
る
筋
立
て
で
あ
る
と
も
言
え
る
。

し
か
し
実
は
「
卒
業
」
の
ほ
ん
と
う
の
結
末
は
、
手
を
つ
な
い
で
教
会
か
ら

逃
げ
去
る
二
人
の
映
像
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
バ
ス
の
最
後
部
に

す
わ
る
二
人
の
表
情
を
中
心
と
す
る
シ
ー
ク
エ
ン
ス
な
の
で
あ
る
。

教
会
か
ら
逃
げ
出
し
、
追
っ
手
を
振
り
切
っ
て
バ
ス
の
最
後
部
に
す
わ
っ
た

二
人
は
、
ま
な
ざ
し
を
交
わ
し
て
笑
顔
を
は
じ
け
さ
せ
る
。
し
か
し
間
も
な

く
ひ
き
つ
っ
た
よ
う
な
顔
に
な
り
、
二
度
と
視
線
を
交
錯
さ
せ
な
い
ま
ま
、

前
を
見
つ
め
て
バ
ス
に
揺
ら
れ
続
け
る
。
最
初
の
方
で
後
部
座
席
を
振
り
返

る
乗
客
た
ち
を
写
し
た
短
い
カ
ッ
ト
が
入
る
の
だ
が
、
基
本
的
に
は
ベ
ン
ジ
ャ

ミ
ン
と
エ
レ
ー
ン
の
表
情
を
ス
ク
リ
ー
ン
い
っ
ぱ
い
に
映
し
続
け
る
こ
と
で
、
二

人
の
心
理
が
見
事
に
映
像
化
さ
れ
て
い
く
。
微
妙
に
変
化
す
る
表
情
だ
け
で

二
人
の
内
面
の
不
安
と
葛
藤
を
観
客
に
伝
え
て
い
る
こ
の
場
面
で
の
ダ
ス
テ

ィ
ン
・
ホ
フ
マ
ン
と
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ロ
ス
の
演
技
は
、
ま
さ
に
圧
巻
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
卒
業
」
の
最
後
の
場
面
は
、
決
し
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
は
な
い
。

二
人
の
表
情
の
微
妙
な
陰
影
の
中
に
は
、
〈
妻
を
奪
う
物
語
〉
が
最
終
的
に

は
成
就
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
鮮
や
か
に
映
し
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
だ

と
す
れ
ば
、
「
卒
業
」
と
い
う
映
画
と
「
ス
カ
ボ
ロ
・
フ
ェ
ア
」
と
い
う
音
楽
の
固

有
名
は
、
「
僕
」
と
直
子
の
愛
が
決
し
て
成
就
し
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
告
げ

知
ら
せ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
〈
最
初
の
夫
〉
で
あ
る
キ
ズ
キ
亡
き
後
、

残
さ
れ
た
「
僕
」
と
直
子
は
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
と
エ
レ
ー
ン
の
よ
う
に
、
内
面
に
不

安
や
屈
折
を
抱
え
込
み
、
ま
な
ざ
し
を
交
錯
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま

ま
、
こ
わ
ば
っ
た
表
情
で
並
び
立
つ
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
。

四
、
お
わ
り
に

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
に
使
わ
れ
て
い
る
固
有
名
の
う
ち
、
ほ
ん
の
一
握
り
の

部
分
を
考
察
し
た
だ
け
で
も
注
釈
を
加
え
る
べ
き
多
く
の
問
題
が
伏
在
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
や
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
よ
う
な
固
有
名
か

ら
、
マ
イ
ク
・
ニ
コ
ル
ズ
や
リ
ッ
キ
ー
・
ネ
ル
ソ
ン
の
よ
う
な
固
有
名
ま
で
、
あ
る

程
度
の
オ
ー
ダ
ー
の
人
々
の
間
で
了
解
し
う
る
さ
ま
ざ
ま
な
固
有
名
が
、

「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
に
は
氾
濫
し
て
い
る
。
文
化
的
な
知
を
共
有
し
う
る
少

数
者
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
く
す
ぐ
り
な
が
ら
成
立
す
る
《
通
》
の
文
学
と

し
て
の
側
面
が
、
「
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
」
と
い
う
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
の
魅
力
の

一
面
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
う
や
ら
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
の
な
か
・
じ
ゅ
ん
）


