
「あ
と
が
き
」

に
か
え
て

い
ま
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
の
は
、

二
O
一
七
年
二
月
二
四
日
の
午
前
七
時
で
あ
る
。
そ
う
、
村
上
春
樹
の
新
作
長
編
『
騎
士

団
長
殺
し
』
(
新
潮
社
)

の
発
売
日
で
、
午
前
零
時
に
買
い
に
走
っ
た
読
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
前
作
の
『
色
彩
を
持
た
な

い
多
崎
つ
く
る
と
、
彼
の
巡
礼
の
年
』
が
、
僕
に
と
っ
て
い
ま
ひ
と
つ
の
で
き
だ
っ
た
か
ら
、
春
樹
フ
ァ
ン
と
し
て
は
面
白
い
と
い

い
な
あ
と
い
う
期
待
が
あ
る
。

十
数
年
前
に
授
業
で
村
上
春
樹
の
小
説
を
読
ん
だ
。
『
風
の
歌
を
聴
け
』
か
ら
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
ま
で
。
六
百
人
教
室
が
ほ
ぼ

埋
ま
っ
た
。
講
義
の
準
備
が
大
変
で
、

ほ
ぼ
毎
回
徹
夜
に
近
か
っ
た
。
三
年
目
に
そ
の
講
義
を
録
音
し
て
、

か
な
り
手
を
入
れ
て
あ
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る
出
版
社
か
ら
新
書
に
し
た
。
そ
の
後
、
『
1
Q
8
4
』
が
出
版
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、
村
上
春
樹
研
究
が
激
増
し
て
、

つ
い
て
行
け

な
く
な
っ
た
。
そ
れ
で
、

い
ま
は

一
春
樹
フ
ァ
ン
と
し
て
楽
し
む
こ
と
に
し
て
い
る
。
研
究
者
は
つ
い

つ
い
論
じ
よ
う
と
思
っ
て
読

ん
で
し
ま
う
か
ら

こ
う
い
う
現
代
作
家
を
一
人
持
っ
て
お
く
の
も
悪
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

成
城
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
頃
、
ゼ
ミ
の
学
生
、
が
「
私
は
『
こ
こ
ろ
』
が
一
番
好
き
な
の
で
、

石
原
先
生
の
元
で
は
『
こ
こ
ろ
』
を

論
じ
ま
せ
ん
」
と
わ
ざ
わ
ざ
宣
言
し
に
来
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
っ
た
。
卒
業
論
文
で
『
こ
こ
ろ
』
を
論
じ
る
の

と
、
好
き
で
読
む
の
と
は
だ
い
ぶ
ち
が
う
。
論
じ
る
と
き
に
は
小
説
を
切
り
刻
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、

そ
れ
は
辛
い
こ
と
も

あ
る
。
「
好
き
こ
そ
も
の
の
上
手
な
れ
」
と
は
い
か
な
い
。
そ
れ
に
、
僕
は
激
石
文
学
を
中
心
に
論
じ
て
い
る
か
ら
、
激
石
文
学
だ
と

ど
う
し
て
も
求
め
る
水
準
が
高
く
な
り
が
ち
だ
。
そ
れ
も
い
や
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。



そ
れ
で
は
、
僕
は
ど
う
し
て
卒
業
論
文
以
来
四

O
年
近
く
も
激
石
文
学
を
論
じ
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
好
き

だ
か
ら
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
楽
し
む
好
き
の
上
に
論
じ
る
好
き
が
あ
っ
て
、
そ
の
地
点
ま
で
行
け
た
か
ら
だ
と
は
思
わ
な
い
。

楽
し
む
好
き
と
論
じ
る
好
き
は
、

ど
う
や
ら
少
し
ち
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
か
ら
、
村
上
春
樹
文
学
は
楽
し
む
好
き
に
し
て
お
こ

う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
論
集
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
は
、
論
者
に
と
っ
て
論
じ
る
好
き
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
文
学
な
ど
を
論
じ
る
制
度
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
僕

は
最
近
、
文
学
を
含
む
文
化
に
つ
い
て
こ
う
思

っ
て
い
る
。
何
度
か
書
い
た
よ
う
な
こ
と
だ
が
、
こ
こ
で
は
少
し
前
に
「
時
評

文
芸
」

(
産
経
新
聞
)

に
書
い
た
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
き
た
い
。

か
つ
て
コ
ン
ニ
ャ
ク
ゼ
リ
ー
が
開
発
さ
れ
て
、

子
供
が
喜
ん
で
食
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
を
の
ど
に
詰
ま
ら
せ
て
死
亡
す
る
事
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故
が
起
き
た
。
そ
こ
で
、
危
険
な
食
べ
物
と
い
う
認
識
が
広
ま
り
、
業
界
は
の
ど
に
詰
ま
り
に
く
い
よ
う
に
自
主
的
に
改
良
し
た
。

の
ど
に
食
べ
物
を
詰
ま
ら
せ
て
死
亡
す
る
事
故
は
毎
年
四
千
件
以
上
起
き
て
い
る
と
言
う
。

コ
ン
ニ
ャ
ク
ゼ
リ
ー
の
事
故
は
平
均
す

る
と
毎
年
二
件
あ
る
か
な
い
か
だ
っ
た
。

レ
ア
ケ
ー
ス
だ
っ
た
の
だ
が
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
だ
。

お
餅
の
死
亡
事
故
は
毎
年
百
件
以
上
も
あ
る
。

コ
ン
ニ
ャ
ク
ゼ
リ
ー
の
比
で
は
な
い
。
し
か
し
、
毎
年
こ
れ
だ
け
の
死
亡
事
故
が

起
き
て
い
な
が
ら
、

お
餅
を
改
良
し
よ
う
と
い
う
議
論
は
起
き
な
い
。
理
由
は
、

お
餅
は
文
化
だ
が
コ
ン
ニ
ャ
ク
ゼ
リ
ー
は
文
化
に

な
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
水
の
事
故
死
も
毎
年
百
件
ほ
ど
だ
が
、

止
め
よ
う
と
い
う
議
論
に
は
な
ら
な
い
。
自
動
車
事
故

に
至
つ
て
は
、
毎
年
四
千
人
以
上
の
死
者
が
で
る
。
こ
れ
は
経
済
効
果
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
便
利
と
い
う
名
の
文
化
に
な
っ
て
い

る
か
ら
、
車
を
廃
止
し
よ
う
と
い
う
議
論
は
大
き
く
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
文
化
ほ
ど
平
気
で
人
を
殺
す
も
の
は
な
い
。



か
つ
て
自
民
党
は
、
臓
器
移
植
促
進
の
た
め
に
い
わ
ゆ
る

「
脳
死
法
案
」
を
国
会
に
提
出
し
た
。
し
か
し
採
決
に
当
た
っ
て
は
、

個
人
の
死
生
観
に
関
わ
る
問
題
だ
と
し
て
、
党
議
拘
束
を
か
け
な
か
っ
た
。
実
際
、
自
民
党
か
ら
も
反
対
棄
が
で
た
。
政
治
が
医
学

の
問
題
を
文
化
に
ゆ
だ
ね
た
瞬
間
だ
っ
た
。

話
を
ぐ
っ
と
大
き
く
し
よ
う
。

い
ま
、

ア
メ
リ
カ
で
は
核
兵
器
の
小
型
化
、
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ミ
サ
イ
ル
に
搭
載

す
る
の
に
は
小
さ
い
方
が
い
い
か
ら
で

し
た
が
っ
て
北
朝
鮮
も
核
兵
器
の
小
型
化
に
は
熱
心
だ
が

ア
メ
リ
カ
の
場
合
は
ほ
か
に

も
理
由
が
あ
る
。

い
ま
仮
に
広
島

・
長
崎
規
模
の
核
兵
器
を
実
際
に
使
用
し
た
ら

い
か
に
ア
メ
リ
カ
と
い
え
ど
も
国
際
社
会
か
ら
強
烈
な
非
難
を

あ
び
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、

小
型
化
し
て
使
い
や
す
く
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
だ
。
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
も
、
核
兵

器
の
小
型
化
に
は
賛
成
だ
と
い
う
。
そ
の
使
用
は
内
戦
を
止
め
る
た
め
な
ど
と
い
っ
た

「
人
道
的
支
援
」
に
限
る
と
し
て
、
こ
れ
に
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も
し

「
人
道
的
核
兵
器
」
と
い
う
名
を
与
え
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
き
っ
と
使
う
だ
ろ
う
。
名
を
与
え
る
こ
と
は
そ
れ
を
認
め
る
こ

と
だ
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
名
を
与
え
る
の
は
文
化
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
文
化
は
不
変
で
は
な
い
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
よ
っ
て
変
質
し
な
が
ら
生
き
延
び
る
こ
と
も
あ
る
。
写
真
は
デ
ジ
タ
ル

技
術
に
よ
っ
て
フ
ィ
ル
ム
を
使
わ
な
く
な
っ
て
も
写
真
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
映
画
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
な
し
に

は
生
き
延
び
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
文
学
も
電
子
書
籍
が
一
般
化
し
な
い
限
り
、
生
き
延
び
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
文
化
を
あ
ま
り
に

固
定
的
に
し
て
し
ま
う
と
、

民
族
問
題
を
激
烈
に
引
き
起
こ
す
。
人
々
の
共
感
、
が
得
ら
れ
る
限
り
、
時
代
に
つ
れ
て
文
化
は
ゆ
る
や

か
に
変
化
し
て
も
い
い
。

僕
の
言
い
た
い

こ
と
は
こ
う
だ
。
世
界
の
形
を
決
め
て
い
る
の
は
文
化
で
あ
る
と
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
、

人
の
望
む
こ
と
な
ら
何



で
も
か
な
え
て
く
れ
る
。
あ
る
ロ
ボ
ッ
ト
研
究
者
が
言
っ
て
い
た
。
「
も
う
す
ぐ
、
人
の
で
き
る
こ
と
な
ら
す
べ
て
ロ
ボ
ッ
ト
が
で
き

る
時
代
が
来
る
。
で
は
人
が
生
ま
れ
て
、
や
り
た
い
こ
と
を
す
べ
て
ロ
ボ
ッ
ト
に
任
せ
て
、

ベ
ビ

l
ベ
ッ
ド
に
寝
た
ま
ま
寿
命
を
全

う
す
る
の
が
人
間
ら
し
い
生
き
方
と
言
え
る
の
か
」
と
。
彼
に
し
て
悩
み
は
深
い
よ
う
だ
つ
た
。

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
自
動
作
用
が
あ
る
か
の
よ
う
に
進
歩
す
る
。
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
文
化
し
か
な
い
。
ど
こ
ま
で

進
歩
さ
せ
る
か
を
決
め
る
の
も
文
化
し
か
な
い
。
大
学
で
は
、
文
系
学
部
の
縮
小
は
止
ま
り
そ
う
も
な
い
。
そ
れ
は
、
僕
た
ち
が
世

界
の
形
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
僕
は
た
だ
こ
の
ゆ
え
に
、
文
系
学
部
の
縮
小
に
反
対
す
る
。

あ
え
て
言
う
が
、
楽
し
む
好
き
は
文
化
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
だ
が
、
論
じ
る
好
き
は
文
化
を
解
剖
し
、
あ
る
と
き
に
は

そ
れ
に
異
議
申
し
立
て
を
す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
に
は
自
分
た
ち
の
無
意
識
を
白
目
の
下
に
曝
す
覚
悟
が
い
る
。
願
わ
く
は
、
こ
の
論
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集
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
が
こ
う
し
た
覚
悟
を
持
ち
、
文
化
に
対
し
て
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

(石
原
千
秋
)


