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「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
「
群
像
」
一
九
九
六
年
一
○
月
号
に
発
表

さ
れ
、
ほ
ぼ
倍
の
分
量
に
加
筆
さ
れ
て
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』
（
講
談
社
、

一
九
九
六
・
一
二
に
収
載
さ
れ
た
。
前
者
は
シ
ョ
ー
ト
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
、

後
者
は
ロ
ン
グ
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
シ
ョ
ー
ト
・
バ
ー
ジ
ョ

ン
の
も
の
が
大
修
館
書
店
と
三
省
堂
の
高
等
学
校
現
代
文
の
教
科
書
に
コ
ン

ス
タ
ン
ト
に
掲
載
が
続
い
て
お
り
、
「
定
番
教
材
化
さ
れ
る
兆
候
」
が
あ
る
と

も
い
わ
れ
る
（
一
）
。

そ
の
一
方
で
、
実
際
の
学
校
現
場
に
お
け
る
扱
い
は
ど
う
か
と
な
る
と
、

授
業
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
は
実
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
現
職
教
員
研

修
の
機
会
に
四
名
の
高
校
教
員
に
話
を
聞
い
た
が
、
全
員
取
り
扱
っ
た
こ
と

が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
授
業
を
し
た
ら
よ
い
か
迷
う
そ

う
だ
。
や
は
り
、
非
現
実
的
な
作
品
世
界
を
生
徒
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
困

難
を
感
じ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
作
中
に
現
出
す
る
他
界

の
持
つ
意
味
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
解
釈
を
と
お
し
て
作
品
世
界
の
全
体
像

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

I

国
語
教
材
と
し
て
の
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
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ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
在
住
し
て
い
た
作
家
の
「
ぼ
く
」
は
、
知
人
の
建
築
家

ケ
イ
シ
ー
が
仕
事
の
都
合
で
家
を
空
け
、
同
居
人
の
ジ
ェ
レ
ミ
ー
も
不
在
と

な
る
た
め
、
そ
の
間
の
留
守
番
を
依
頼
さ
れ
る
。
承
諾
し
た
「
ぼ
く
」
は
レ

キ
シ
ン
ト
ン
に
あ
る
彼
の
古
い
屋
敷
を
訪
ね
、
腫
大
な
レ
コ
ー
ド
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
が
収
め
ら
れ
た
音
楽
室
で
レ
コ
ー
ド
を
聴
き
な
が
ら
仕
事
を
す
る
。

ロ
ン
グ
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
、
ケ
イ
シ
ー
は
そ
の
部
屋
を
、
父
の
死
後
「
神

殿
か
聖
遺
物
安
置
所
に
対
す
る
よ
う
に
」
手
を
付
け
ず
に
い
た
ら
し
く
、
「
時

間
の
流
れ
の
澱
み
が
ち
な
家
」
の
な
か
で
「
し
ば
ら
く
前
か
ら
時
計
が
ぴ
た

り
と
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
み
た
い
」
に
思
わ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

夜
十
一
時
を
過
ぎ
、
「
ぼ
く
」
は
二
階
の
寝
室
で
眠
り
に
つ
く
が
、
一
時
過
ぎ

に
目
を
覚
ま
し
、
自
分
が
「
空
白
の
中
に
」
い
る
の
を
意
識
す
る
。
「
海
岸
の

波
の
音
の
よ
う
な
ざ
わ
め
き
」
に
気
づ
い
た
「
ぼ
く
」
は
、
そ
れ
が
「
ぼ
く

を
深
い
眠
り
か
ら
ひ
き
ず
り
だ
し
た
の
だ
」
と
思
う
。

誰
か
が
下
に
い
る
と
判
断
し
た
「
ぼ
く
」
は
下
に
降
り
、
居
間
で
パ
ー

テ
ィ
ー
が
開
か
れ
て
い
る
様
子
を
耳
に
す
る
。
そ
し
て
音
楽
を
聴
い
て
談
笑

Ⅱ

ｌ
他
界
を
考
え
る
Ｉ
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し
て
い
る
人
々
が
現
実
の
人
間
で
は
な
く
幽
霊
で
あ
る
と
直
感
す
る
。

こ
の
幽
霊
経
験
を
、
夢
で
あ
る
と
す
る
解
釈
は
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
新
し
い
論
と
い
え
る
引
間
史
之
の
考
察
で
も
、
犬
の
不
在
と
い
っ

た
現
実
味
を
欠
い
た
現
象
が
、
深
夜
の
出
来
事
が
夢
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

を
根
拠
づ
け
る
と
指
摘
す
る
（
二
）
。
夢
で
あ
る
こ
と
は
、
一
時
過
ぎ
に
目
を

覚
ま
し
て
か
ら
再
び
寝
室
に
戻
っ
て
眠
り
に
つ
く
ま
で
の
時
間
が
、
そ
の
前

後
の
現
実
状
況
と
食
い
違
い
を
見
せ
る
こ
と
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

十
一
時
過
ぎ
、
最
初
に
就
眠
す
る
時
、
「
ぼ
く
」
は
「
パ
ジ
ャ
マ
に
着
替

え
、
す
ぐ
に
眠
っ
て
」
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
異
変
を
感
じ
取
っ
て
階
下

に
降
り
る
際
、
「
パ
ジ
ャ
マ
を
脱
ぎ
、
床
か
ら
ズ
ボ
ン
を
拾
い
上
げ
」
「
Ｔ
シ
ャ

ツ
の
上
か
ら
セ
ー
タ
ー
を
か
ぶ
っ
た
」
。
そ
し
て
声
の
主
を
幽
霊
た
ち
で
あ
る

と
確
信
し
て
寝
室
に
戻
り
、
「
部
屋
に
帰
っ
て
ベ
ッ
ド
に
潜
り
込
」
む
。
ロ
ン

グ
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
部
屋
に
帰
っ
て
そ
の
ま
ま
ベ
ッ
ド
に
潜
り
込
ん
だ
」

と
加
筆
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
九
時
前
に
起
床
し
た
場
面
で
は
、
「
パ
ジ
ャ

マ
姿
の
ま
ま
階
段
を
折
り
」
た
と
描
写
さ
れ
る
。
こ
れ
が
幽
霊
経
験
の
非
現

実
性
の
論
拠
だ
が
、
「
ぼ
く
」
は
パ
ジ
ャ
マ
に
関
す
る
食
い
違
い
を
記
述
し
な

が
ら
も
、
そ
の
矛
盾
を
自
覚
し
な
い
。
語
り
手
は
す
べ
て
の
出
来
事
が
完
了

し
て
時
間
を
経
た
物
語
言
説
の
場
に
お
い
て
も
、
そ
の
現
実
性
を
疑
っ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
時
空
が
現
実
で
あ
る
こ
と
は
、
複
数
の
兆
候
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
る
。

目
を
覚
ま
し
、
読
書
用
の
ラ
ン
プ
を
つ
け
た
「
ぼ
く
」
は
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
自
分
が
階
下
の
ざ
わ
め
き
に
よ
っ
て
眠
り
か
ら
覚
め
た

こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
現
実
感
覚
を
回
復
す
る
こ
と
が
、
幽
霊
経
験
を
も

た
ら
し
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

床
に
こ
ぼ
れ
た
豆
を
集
め
る
み
た
い
に
意
識
を
一
つ
一
つ
拾
い
上
げ
、

自
分
の
体
を
現
実
に
な
じ
ま
せ
た
。

と
、
こ
の
事
態
は
述
懐
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
現
実
感
覚
を
確
認
し
た
直
後
、
「
ぼ
く
」
は
「
あ
れ
は
幽
霊
な

ん
だ
」
「
談
笑
し
て
い
る
の
は
現
実
の
人
々
で
は
な
い
の
だ
」
と
い
う
判
断
に

行
き
当
た
る
。
「
ぼ
く
」
の
経
験
が
夢
で
あ
る
可
能
性
は
、
語
り
の
現
在
に
お

い
て
も
全
く
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。

パ
ジ
ャ
マ
の
記
述
に
代
表
さ
れ
る
、
こ
の
経
験
の
日
常
世
界
か
ら
の
断
絶

と
、
「
ぼ
く
」
が
こ
の
経
験
の
現
実
性
を
繰
り
返
し
認
識
す
る
こ
と
、
「
レ
キ

シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
は
こ
の
両
者
が
成
立
す
る
よ
う
な
世
界
を
読
者
の
前
に

開
い
て
い
る
。
そ
れ
は
「
他
界
」
と
名
指
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
幽
霊

経
験
の
以
前
と
以
後
に
「
ぼ
く
」
が
身
を
置
く
現
実
と
は
異
な
る
が
、
確
実

に
「
ぼ
く
」
が
束
の
間
生
き
た
時
空
。
こ
の
よ
う
に
幽
霊
が
現
れ
た
場
を
捉

え
る
こ
と
で
、
そ
こ
を
ケ
イ
シ
ー
の
父
や
ケ
イ
シ
ー
の
眠
り
と
接
続
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ケ
イ
シ
ー
が
帰
宅
し
て
「
ぼ
く
」
と
再
会
し
た
と
き
、
「
ど
う
、
留
守
の

あ
い
だ
か
わ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
？
」
と
「
玄
関
先
で
ま
ず
ぼ
く
に
尋
ね

た
」
理
由
も
、
彼
が
自
宅
に
他
界
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ

が
他
者
に
も
出
現
し
う
る
か
ど
う
か
、
懸
念
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
少
し

気
に
か
か
っ
た
と
捉
え
れ
ば
納
得
の
い
く
言
動
と
な
る
。

ま
た
、
一
階
の
居
間
か
ら
漏
れ
る
人
々
の
談
笑
や
音
楽
を
耳
に
し
て
、
中

に
入
っ
て
い
く
べ
き
か
ど
う
か
濤
曙
し
て
い
る
場
面
で
は
、
ズ
ボ
ン
の
ポ

ケ
ッ
ト
に
入
っ
て
い
た
ク
オ
ー
タ
ー
硬
貨
を
手
に
取
っ
て
、
回
転
さ
せ
る
。

Ⅲ

そ
の
銀
色
の
コ
イ
ン
は
ぼ
く
に
、
ソ
リ
ッ
ド
な
現
実
の
感
覚
を
思
い
出

さ
せ
て
く
れ
た
。

二
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そ
れ
か
ら
半
年
ほ
ど
二
人
は
会
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
期
間
に
ジ
ェ

レ
ミ
ー
は
母
親
を
亡
く
し
て
レ
キ
シ
ン
ト
ン
を
離
れ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ

れ
る
。
「
最
後
に
ケ
イ
シ
ー
と
会
っ
た
」
時
、
彼
は
「
見
違
え
る
く
ら
い
老
け

込
ん
で
」
お
り
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
に
つ
い
て
母
を
亡
く
し
て
か
ら
人
が
変
わ
っ

て
し
ま
い
、
星
座
の
話
し
か
し
な
い
と
語
る
。
そ
し
て
、
ケ
イ
シ
ー
の
父
と

ケ
イ
シ
ー
自
身
の
永
い
眠
り
の
経
験
が
語
ら
れ
る
。

ケ
イ
シ
ー
の
母
が
亡
く
な
り
、
葬
儀
が
終
わ
っ
た
後
、
父
は
三
週
間
眠
り

続
け
た
。
「
石
の
よ
う
に
眠
っ
て
い
た
」
（
ロ
ン
グ
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
地

中
に
埋
め
ら
れ
た
石
み
た
い
に
深
く
眠
っ
て
い
た
」
）
と
ケ
イ
シ
ー
は
形
容
す

る
。
ロ
ン
グ
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
「
お
そ
ら
く
夢
さ
え
見
て
い
な
か
っ
た
と

思
う
」
と
も
推
測
す
る
。
父
は
母
の
こ
と
を
「
お
そ
ら
く
息
子
の
ぼ
く
よ
り

も
」
深
く
愛
し
て
い
た
。
十
五
年
ま
え
、
彼
の
父
が
亡
く
な
っ
た
。
父
の
死

ん
だ
姿
は
「
深
く
眠
り
こ
ん
で
い
た
父
そ
っ
く
り
」
で
あ
り
、
既
視
感
が
あ
っ

て
、
悲
し
み
は
し
た
が
驚
き
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
「
父
を
愛
し
て
い
た
」
「
精

神
的
に
も
感
情
的
に
も
深
く
父
に
結
び
つ
い
て
い
た
」
彼
は
、
「
母
が
死
ん
だ

時
に
父
が
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
」
、
二
週
間
ほ
ど
「
こ
ん
こ
ん
と
眠
り
続
け

た
」
。「

あ
る
種
の
も
の
ご
と
は
、
別
の
形
を
と
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
「
し

そ
の
と
き
に
は
、
眠
り
の
世
界
が
ぼ
く
に
と
っ
て
の
ほ
ん
と
う
の
世
界

で
、
現
実
の
世
界
は
む
な
し
い
か
り
そ
め
の
世
界
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
色
彩
を
欠
い
た
浅
薄
な
世
界
だ
っ
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
生
き

て
い
た
く
な
ん
か
な
い
と
さ
え
思
っ
た
。
母
が
亡
く
な
っ
た
時
に
父
が

感
じ
て
い
た
こ
と
を
、
ぼ
く
は
よ
う
や
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
わ
け
さ
。
ぼ
く
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
わ
か
る
か
な
？
つ
ま
り
あ

る
種
の
も
の
ご
と
は
、
別
の
形
を
と
る
ん
だ
。
そ
れ
は
別
の
形
を
と
ら

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
ん
だ
。

「
「
精
神
的
に
も
感
情
的
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
」
者
を
失
っ
た
時
、
そ

の
痛
み
は
「
別
の
か
た
ち
」
（
Ⅱ
こ
こ
で
は
異
様
な
「
眠
り
」
ｌ
擬
似
的
な
死
）

を
と
っ
て
現
れ
る
。
」
と
い
う
馬
場
重
行
の
見
解
（
四
）
な
ど
も
、
木
股
論
の
前

半
と
ほ
ぼ
同
様
の
も
の
と
い
え
る
。

一
方
坂
田
達
紀
は
、
「
眠
り
の
世
界
が
ぼ
く
に
と
っ
て
の
本
当
の
世
界
で
、

現
実
の
世
界
は
む
な
し
い
か
り
そ
め
の
世
界
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
色

彩
を
欠
い
た
浅
薄
な
世
界
だ
っ
た
」
と
い
う
ケ
イ
シ
ー
の
発
言
に
注
目
し
、

そ
の
う
え
で
木
股
は
ケ
イ
シ
ー
の
語
っ
た
こ
と
を
「
ぼ
く
」
が
ケ
イ
シ
ー

の
屋
敷
で
幽
霊
に
出
会
っ
た
こ
と
と
結
び
つ
け
て
換
喰
的
な
暗
示
と
し
て
捉

え
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
と
る
。

キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
を
論
じ
る
際
に
最
も
重
要
視
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

代
表
的
な
解
釈
と
し
て
は
、
木
股
知
史
の
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
（
一
二
）
。

〈
死
の
世
界
〉
な
い
し
は
〈
あ
ち
ら
側
の
世
界
〉
こ
そ
が
「
ほ
ん
と
う
の

世
界
」
（
Ⅱ
「
あ
る
種
の
も
の
ご
と
」
）
．
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
「
現
実
の

世
界
」
に
お
い
て
は
、
「
深
く
長
い
眠
り
」
と
い
う
「
別
の
か
た
ち
」
を

と
る
（
あ
る
い
は
、
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
）
、
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

ス
ト
ー
リ
ー
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
近
親
者
を
喪
っ
た
深
い
悲
し
み
は
、

鳴
咽
や
涙
で
は
な
く
深
い
眠
り
と
い
う
別
の
か
た
ち
を
と
っ
て
現
れ
る

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

〈
「
ぼ
く
」
が
体
験
し
た
幽
霊
は
、
ケ
イ
シ
ー
の
内
面
が
別
の
か
た
ち
を

と
っ
て
現
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
〉
を
も
暗
示
し
て
い

る
の
だ
。

一
一
一
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し
か
し
こ
こ
で
、
「
ぼ
く
」
の
幽
霊
経
験
に
立
ち
戻
ろ
う
。
パ
ジ
ャ
マ
や

犬
の
記
述
だ
け
に
着
目
す
れ
ば
、
‐
こ
の
経
験
は
「
ぼ
く
」
の
夢
だ
っ
た
と
い

う
理
解
が
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
「
ぼ
く
」
は
そ
れ
が
確
か
な
現
実
感
覚
を
持

つ
こ
と
を
執
勧
に
提
示
す
る
。
こ
の
世
界
を
仮
に
他
界
と
し
て
お
い
た
。
ケ

イ
シ
ー
の
父
や
ケ
イ
シ
ー
の
長
い
眠
り
も
、
そ
の
期
間
夢
を
見
て
い
た
の
で

は
な
く
（
外
形
上
は
夢
を
見
て
い
た
と
さ
れ
よ
う
が
）
、
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
屋

敷
に
存
在
す
る
他
界
に
い
た
の
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
（
五
）
。

改
め
て
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
の
テ
ク
ス
ト
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

ケ
イ
シ
ー
は
二
週
間
に
わ
た
る
眠
り
の
経
験
を
経
て
「
眠
り
の
世
界
」
が
「
ほ

ん
と
う
の
世
界
」
で
「
現
実
の
世
界
」
は
「
か
り
そ
め
の
世
界
」
で
あ
る
と

認
識
す
る
。
父
が
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
「
ぼ
く
は
そ
こ
で
よ
う
や

く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
、
す
な
わ
ち
「
あ
る
種
の
も
の
ご
と
は
、
別
の

形
を
と
る
」
こ
と
を
悟
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
の
父
が
母
の
死
後
眠
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ロ
ン
グ
・
バ
ー
ジ
ョ

ン
で
は
ケ
イ
シ
ー
は
「
夢
さ
え
見
て
い
な
か
っ
た
と
思
う
」
と
考
え
て
い
た
。

現
在
形
で
語
ら
れ
て
い
る
以
上
、
自
分
自
身
の
経
験
を
経
た
後
に
得
た
、
あ

る
い
は
そ
れ
以
前
に
感
じ
て
い
て
経
験
後
も
維
持
さ
れ
て
い
る
感
想
で
あ
る
。

父
は
夢
を
見
て
い
た
の
で
は
な
く
、
眠
り
を
と
お
し
て
「
ほ
ん
と
う
の
世
界
」

に
い
た
の
だ
と
ケ
イ
シ
ー
は
考
え
て
い
る
の
だ
。
父
が
感
じ
て
い
た
こ
と
と

は
、
「
ほ
ん
と
う
の
世
界
」
は
日
常
的
な
現
実
世
界
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、

そ
れ
を
経
験
す
る
た
め
に
は
生
き
て
い
る
人
間
と
し
て
は
「
眠
り
の
世
界
」

に
行
く
か
た
ち
を
と
る
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
坂
田
の

場
合
、
眠
り
の
世
界
に
身
を
委
ね
た
こ
と
を
「
夢
を
見
て
い
た
」
と
同
義
と

し
て
い
る
。
意
識
が
完
全
に
失
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
「
そ
の
と
き
に
は
」

眠
り
の
世
界
が
「
ほ
ん
と
う
の
世
界
」
だ
と
ケ
イ
シ
ー
が
い
う
根
拠
が
な
く

こ
の
発
想
に
従
え
ば
、
冒
頭
の
記
述
は
テ
ク
ス
ト
が
虚
構
で
は
な
く
事
実

で
あ
る
と
受
け
止
め
る
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
不
信
の
停
止
を
要
求
す
る
も
の
と

な
ろ
う
。
確
か
に
特
に
ロ
ン
グ
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
場
合
、
「
ぼ
く
」
が
ア
メ
リ

カ
で
も
活
動
す
る
作
家
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
お
り
、
村
上
の
実
体
験

で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
ま
れ
る
素
地
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
分
析

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
む
し
ろ
、
こ
の
物
語
を
語
り
手
の
異
常
な
夢
の
体
験
と

し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
語
り
手
が
現
実
と
し
て
経
験
し
た
と
受
け
止
め
る

理
解
に
立
つ
こ
と
で
、
「
ぼ
く
」
が
味
わ
っ
た
怪
異
讃
と
ケ
イ
シ
ー
が
語
る
眠

り
の
物
語
と
い
う
、
全
く
別
の
挿
話
を
、
死
者
た
ち
の
領
す
る
世
界
に
生
者

が
足
を
踏
み
入
れ
る
経
験
と
し
て
同
一
の
地
平
に
置
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

「
ぼ
く
」
が
偶
然
垣
間
見
る
こ
と
に
な
っ
た
他
界
に
、
ケ
イ
シ
ー
や
彼
の
父
は

意
志
的
に
、
現
実
世
界
を
拒
絶
し
「
ほ
ん
と
う
の
世
界
」
と
し
て
赴
い
た
の

だ
。
ケ
イ
シ
ー
が
帰
宅
時
に
「
ま
ず
」
異
変
の
有
無
を
問
う
な
の
は
、
彼
自

身
の
よ
う
に
「
ほ
ん
と
う
の
世
界
」
を
志
向
し
て
眠
り
に
赴
く
の
で
な
く
て

も
他
界
が
現
出
し
得
る
、
そ
う
し
た
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
屋
敷
の
特
質
を
こ
れ

ま
で
の
経
験
か
ら
察
知
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

テ
ク
ス
ト
冒
頭
で
語
り
手
は
こ
の
よ
う
な
断
り
を
入
れ
る
。
木
股
は
「
ぼ

く
」
が
作
者
村
上
春
樹
と
重
な
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
（
六
）
。

体
験
に
根
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
せ
る
リ
ア
リ
テ
イ
の
作
り
方
は
、
誰
に

も
虚
構
と
受
け
取
ら
れ
や
す
い
幽
霊
證
と
い
う
内
容
に
錘
を
つ
け
る
よ

う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
数
年
前
に
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
物
の
名
前
だ
け

は
変
え
た
け
れ
ど
、
そ
れ
以
外
は
事
実
だ
。

四
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ケ
イ
シ
ー
と
「
ぼ
く
」
は
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
屋
敷
の
他
界
を
経
験
し
た
者

同
士
で
あ
る
。
し
伽
し
、
ケ
イ
シ
ー
が
返
っ
て
き
た
と
き
、
「
ぼ
く
」
は
「
そ

の
夜
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
は
口
に
す
る
ま
い
と
心
に
決
め
」
、
ケ
イ
シ
ー
の

問
い
に
も
「
特
に
何
も
な
か
っ
た
よ
」
と
答
え
る
。
ケ
イ
シ
ー
も
、
自
ら
の

眠
り
の
物
語
を
語
り
終
え
て
か
ら
、
「
僕
が
今
こ
こ
で
死
ん
で
も
だ
れ
も
、
ぼ

く
の
た
め
に
そ
ん
な
に
深
く
眠
っ
て
は
く
れ
な
い
」
‐
と
断
言
す
る
。
元
同
居

人
の
ジ
エ
レ
ミ
ー
が
母
の
死
後
星
座
の
話
し
か
し
な
く
な
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
も
「
人
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
み
た
い
だ
」
と
捉
え
、
ジ
ェ
レ
ミ
ー
を
自

分
の
理
解
可
能
な
世
界
か
ら
は
隔
絶
し
て
し
ま
っ
て
い
る
存
在
と
み
な
し
て

い
る
。
ロ
ン
グ
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
あ
か
ら
さ
ま
に
、
「
初
め
か
ら
終
わ
り
ま

で
ろ
く
で
も
な
い
星
座
の
話
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
ジ
ェ
レ
ミ
ー
に
と
っ
て

の
星
座
の
話
は
、
彼
な
り
の
他
界
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
彼
に
と
っ
て

は
そ
れ
こ
そ
が
「
ほ
ん
と
う
の
世
界
」
な
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
を
ケ
イ
シ
ー

は
理
解
し
よ
う
と
は
し
な
い
。

「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
の
登
場
人
物
は
そ
れ
ぞ
れ
、
形
や
深
度
は
異

な
れ
他
界
の
経
験
を
経
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
共
有
し
、
共
感
す
る
可
能

性
を
あ
ら
か
じ
め
奪
わ
れ
て
い
る
。
「
ぼ
く
」
の
経
験
は
ケ
イ
シ
ー
に
語
ら
れ

理
解
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
「
こ
れ
ま
で
だ
れ
か
に
こ
の
話
を
し
た
こ
と
」
も

な
か
っ
た
。

Ⅳ こ
と
を
求
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

他
界
が
確
か
に
存
在
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
は
誰
に
も
共
有
さ
れ
ず
語

考
え
て
み
れ
ば
か
な
り
奇
妙
な
話
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
遠
さ
の

ゆ
え
に
、
僕
に
は
そ
れ
が
ち
っ
と
も
奇
妙
に
思
え
な
い
の
だ
。

付
記
本
稿
は
金
沢
大
学
連
携
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
研
修
（
二
○
一
七
・
一
○
・
一
九
）
に

お
け
る
講
義
に
基
づ
く
。

注（
一
）
引
間
史
之
「
教
材
と
し
て
の
村
上
春
樹
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
論
ｌ

「
シ
ョ
ー
ト
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
」
か
ら
読
め
る
「
遠
さ
」
に
関
し
て
」
（
「
國
學
院
大

學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
」
四
二
号
二
○
一
五
・
三
）

（
二
）
一
に
同
じ
。

（
三
）
「
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
論
Ｉ
村
上
春
樹
の
短
編
技
法
」
（
「
甲
南
大
学
紀

要
文
学
編
」
一
四
八
号
二
○
○
七
・
三
）

（
四
）
．
新
し
い
文
学
教
育
の
地
平
」
を
拓
く
た
め
に
ｌ
村
上
春
樹
「
レ
キ
シ
ン
ト

ン
の
幽
霊
」
を
例
と
し
て
」
（
「
米
沢
国
語
国
文
」
三
三
号
二
○
一
四
・
一
二
）

（
五
）
「
村
上
春
樹
の
「
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
」
に
つ
い
て
」
（
「
四
天
王
寺
大
学

紀
要
」
六
二
号
二
○
一
六
・
一
○
）

（
六
）
三
に
同
じ
。

（
七
）
松
本
常
彦
「
密
輸
の
た
め
の
レ
ッ
ス
ン
ー
「
氷
男
」
『
レ
キ
シ
ン
ト
ン
の
幽
霊
』

所
収
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
一
九
九
八
・
二
）
に
お
い
て
、
テ

ク
ス
ト
に
登
場
す
る
レ
コ
ー
ド
の
意
味
が
語
義
に
遡
及
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

ら
れ
ず
、
自
分
だ
け
の
記
憶
・
記
録
局
８
ａ
（
七
）
と
し
て
蓄
積
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
実
性
を
担
保
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
、
「
レ
キ
シ

ン
ト
ン
の
幽
霊
」
に
は
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

五




