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護
ら
な
け
れ
ば
消
え
て
し
ま
う
？

シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
メ
ン
ツ
ェ
ル

　
「
無
形
文
化
遺
産
」
と
い
う
言
葉
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
英

語
で
は

im
m

aterial cu
ltu

ral h
eritag

e

と
な
る
。Im

m
aterial 

h
eritage

、
厳
密
に
訳
す
と
「
非
物
質
の
遺
産
」
と
な
る
が
、
実
際
に
は

ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。

　

ま
ず
「
遺
産h

eritage

」
と
言
う
単
語
だ
が
、「
遺
産
」
と
聞
け
ば
あ
る

人
が
残
し
た
財
産
、
不
動
産
、
貴
重
品
な
ど
の
「
物
」
が
ま
ず
思
い
浮
か

ぶ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
遺
産
相
続
で
「
無
形
の
」、「
非
物
質
の

も
の
」
を
相
続
す
る
と
な
っ
た
ら
、
何
か
だ
ま
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
英
語
で
は
「
レ
ガ
シ
ーlegacy

」
と
い
う
言

葉
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
先
祖
伝
来
の
も
の
」、「
受
け
継
い
だ
も
の
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
一
つ
の
文
化
圏
、
国
家
、
あ
る
い
は
社
会
階
級
な
ど
に

お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れlegacy

が
存
在
す
る
。
お
お
ま
か
に
言
え
ば
、
例

え
ば
東
洋
は
「
仏
教
のlegacy

」
を
、
そ
し
て
西
洋
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の

legacy

」
を
抱
え
て
い
る
。
ま
た
日
本
と
ド
イ
ツ
で
は
「
第
二
次
世
界
大

戦
の
負
の
遺
産
」
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
特
に
強
く
意
識
す
る
場

面
が
多
い
が
、
こ
の
場
合
の
「
遺
産
」
は
、h

eritage

で
は
な
くlegacy

で
あ
る
。
そ
し
て
文
化
芸
術
に
お
い
て
も
、
テ
オ
ド
ー
ル
・
ア
ド
ル
ノ
や

谷
崎
潤
一
郎
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
美
意
識
のlegacy

」
が
存
在
し
て
い
る
。

「Im
m

aterial cu
ltu

ral h
eritage

」
は
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
「
物
質
で

あ
るh

eritage

」
と
「
非
物
質
のlegacy

」
の
中
間
を
指
す
と
考
え
る
と

よ
く
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
無
形
文
化
遺
産
の
代
表
的
な
例
が
、
日
本
伝
統
芸
能
の
名
跡
制
度

で
あ
る
。
十
二
代
目
市
川
團
十
郎
は
『
勧
進
帳
』
の
弁
慶
、『
暫
（
し
ば
ら

く
）』
の
五
郎
、『
助
六
』
の
主
人
公
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
歌
舞
伎
十
八
番
」

の
演
目
で
有
名
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
一
八
三
〇
〜
四
〇
年
代
に
五
代
目

市
川
海
老
蔵
（
前
の
七
代
目
團
十
郎
）
が
編
成
し
た
も
の
で
、
以
降
市
川

	

―
物
質
社
会
に
お
け
る
無
形
文
化
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家
の
お
家
芸
を
代
表
す
る
演
目
で
あ
る
。
助
六
を
例
に
挙
げ
れ
ば
、
使
用

す
る
衣
装
、
隈
取
、
傘
な
ど
の
小
道
具
は
確
か
に
「
物
質
の
も
の
」
だ
が
、

こ
れ
だ
け
で
は
無
論
『
助
六
』
と
い
う
演
目
は
成
り
立
た
な
い
。
肝
心
な

の
は
誰
か
が
助
六
を
体
現
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
の
「
体
現
す
る
こ

と
」
と
い
う
の
は
、
立
ち
振
る
舞
い
、
セ
リ
フ
の
言
い
回
し
、
イ
ン
ト
ネ

ー
シ
ョ
ン
な
ど
が
、
巧
み
に
ブ
レ
ン
ド
さ
れ
た
上
で
成
立
す
る
。
体
現
を

可
能
に
し
て
い
る
様
々
な
技
術
は
目
に
見
え
、
聞
こ
え
る
も
の
な
の
で
、

一
種
の
物
質
性
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
触
る
こ
と
が
で

き
る
確
か
な
「
も
の
」
と
し
て
遺
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
歌
舞
伎
に
限
ら

ず
音
楽
、
演
劇
、
舞
踏
な
ど
の
芸
術
は
、
高
度
な
技
術
、
知
識
、
能
力
、

つ
ま
り
「
非
物
質
的im

m
aterial

」
な
も
の
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
。
そ
こ

に
、
こ
う
し
た
芸
術
が
「
無
形
文
化im

m
aterial cu

ltu
re

」
と
呼
ば
れ

る
所
以
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
無
形
文
化
を
実
現
す
る
も
の
が
「
無

形
文
化
遺
産im

m
aterial cu

ltu
ral h

eritage
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
無
形
文
化
遺
産
を
相
続
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
象
徴

し
て
い
る
の
が
、
再
び
歌
舞
伎
を
例
に
取
れ
ば
「
襲
名
披
露
」
で
あ
る
。

非
物
質
だ
か
ら
こ
そ
「
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
」
と
い
う
こ
と
を
目
に
見
え
る

形
に
し
て
自
分
や
他
人
に
意
識
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
実
際
に
受
け

継
ぐ
の
は
襲
名
す
る
そ
の
時
と
い
う
で
は
な
く
、
想
像
を
超
え
る
鍛
錬
や

探
求
を
通
し
て
だ
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
演
技
や
演
奏
な
ど
技
術
の
伝
承
が
な
ぜ
「
遺
産
」
に
例
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。cu

ltu
ral h

eritage

と
い
う
概
念
は
「
世

界
遺
産w

o
rld

 h
eritage

」
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。「
世
界
遺
産
」
は
国

際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ
ネ
ス
コU

N
E
SC

O

）
が
一
九
七
二
年
に

発
令
し
た
「
世
界
遺
産
条
約
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
公
式
名
称
は
「
世
界

の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
」
で
あ
る
。
こ
の
条

約
の
目
的
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
を
人
類
全
体
の
た
め
の
世
界
の
遺
産

と
し
て
損
傷
、
破
壊
等
の
脅
威
か
ら
保
護
し
、
保
存
す
る
た
め
の
国

際
的
な
協
力
及
び
援
助
の
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」

（
文
化
庁
二
〇
一
六
）

　

ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
委
員
会
に
よ
っ
て
「
世
界
遺
産
一
覧
表
」
が
作

成
さ
れ
、
締
約
国
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
記
念
工
作
物
、
建
造
物
群
、
遺

跡
、
自
然
の
地
域
な
ど
が
表
に
記
載
さ
れ
る
。
日
本
で
は
一
九
九
二
年
に

発
効
し
、
翌
九
三
年
に
は
奈
良
県
の
法
隆
寺
及
び
法
起
寺
が
日
本
で
初
め

て
の
世
界
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。

　

し
か
し
こ
の
「
世
界
文
化
遺
産
」
に
つ
い
て
は
一
点
、
明
ら
か
な
問
題

が
あ
る
。
世
界
各
地
の
文
化
遺
産
を
見
る
と
、「
文
化
」
が
建
築
と
彫
刻

の
み
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。「
文
化
」
と
は
そ

も
そ
も
二
十
世
紀
後
半
に
特
に
も
て
は
や
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
頃
、

人
文
科
学
の
諸
分
野
に
お
い
て
、「
文
化
」
と
い
う
概
念
の
幅
が
大
き
く

広
げ
ら
れ
た
。
芸
術
、
宗
教
、
さ
ら
に
学
問
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
日
常
生
活

は
「
文
化
」
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

南
半
球
の
国
々
で
は
、
世
界
文
化
遺
産
の
こ
う
し
た
問
題
点
が
さ
ら
に
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明
確
に
見
て
取
れ
る
。
南
半
球
の
諸
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ア
ジ
ア
諸
国
と

比
べ
て
歴
史
が
浅
く
、
世
界
遺
産
条
約
が
定
め
る
と
こ
ろ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
、
遺
跡
な
ど
が
あ
ま
り
な
い
。
例
え
ば
南
米
に
は
ア
ス
テ
カ
時
代
の
遺

跡
が
あ
る
、
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
現
代
の
南
米
文
化
を
代

表
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
だ
。

　

で
は
南
米
文
化
を
代
表
す
る
の
は
ど
ん
な
文
化
な
の
か
。
例
え
ば
ブ
ラ

ジ
ル
の
「
カ
ポ
エ
イ
ラ
」
や
メ
キ
シ
コ
の
「
死
者
の
日
」、
あ
る
い
は
コ
ロ

ン
ビ
ア
の
「
黒
と
白
の
カ
ー
ニ
バ
ル
」
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
同
様
な
観
点
か
ら
、
日
本
の
「
法
隆
寺
」、
イ
ン
ド
の
「
タ
ー

ジ
・
マ
ハ
ル
」、
中
国
の
「
万
里
の
長
城
」
な
ど
の
ほ
う
が
、「
祇
園
祭
」、

「
ラ
マ
ン
」、「
ド
ゥ
ア
ン
ウ
ー
ジ
エ
」
以
上
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
を
代
表

し
て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
意
見
が
分
か
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
通
り
、
文
化
と
い
う
も
の
を
幅
広
く
理
解
す

る
際
に
は
、
遺
跡
や
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
以
外
に
こ
う
し
た
祭
事
は
も
ち
ろ
ん
、

伝
統
料
理
な
ど
も
、
保
護
に
値
す
る
文
化
と
し
て
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

二
十
世
紀
末
に
、「
世
界
文
化
遺
産
」
の
従
来
の
コ
ン
セ
プ
ト
、
つ
ま

り
遺
跡
や
建
築
物
な
ど
有
形
の
も
の
の
み
を
文
化
遺
産
と
し
て
認
定
す

る
こ
と
に
対
し
て
、
反
発
が
起
き
た
。
こ
う
し
た
流
れ
を
受
け
、
ユ
ネ

ス
コ
は
「
伝
統
文
化
と
民
俗
の
保
護
に
関
す
る
提
言
」
と
「
人
類
の
口
承

無
形
文
化
財
の
傑
作
宣
言
」
を
発
表
し
、
二
〇
〇
三
年
に
「
無
形
文
化
遺

産
の
保
護
に
関
す
る
条
約
」
を
採
択
、
三
年
後
の
二
〇
〇
六
年
に
発
令
し

た
。
無
形
文
化
遺
産
と
し
て
認
定
さ
れ
、
保
護
の
対
象
と
し
て
登
録
さ
れ

る
リ
ス
ト
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
「
緊
急
に
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
無

形
文
化
遺
産
の
一
覧
表
」、
も
う
一
つ
は
「
人
類
の
無
形
文
化
遺
産
の
代

表
的
な
一
覧
表
」
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
、
日
本
初
の
無
形
文
化
財
と
し

て
、「
能
楽
」
が
後
者
に
記
載
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
意
外
と
最
近
の
こ

と
だ
と
感
じ
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
能
楽
が
ユ
ネ
ス
コ
の

無
形
文
化
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
八
年
だ
が
、「
無
形
文
化
遺

産
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
文
化
保
護
の
手
段
と
し
て
か
な
り
以
前
か
ら
日

本
に
存
在
し
た
。
一
九
五
〇
年
の
「
文
化
財
保
護
法
」
に
は
、
す
で
に
「
無

形
文
化
財
」
の
項
目
が
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
一
九
五
五
年
か
ら
、
日
本

の
様
々
な
無
形
文
化
が
、「
文
化
財
保
持
者
」
の
認
定
に
よ
っ
て
保
護
の

対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
日
本
で
は
こ
の
よ
う
な
人
物
を

「
無
形
文
化
財
保
持
者
」
で
は
な
く
、「
人
間
国
宝
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

実
は
ユ
ネ
ス
コ
は
、
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、

日
本
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
る
。
一
九
九
三
年
、
ユ
ネ
ス
コ
に
無
形
文
化

遺
産
保
護
課
が
設
立
さ
れ
た
際
、
初
代
課
長
と
し
て
任
命
さ
れ
た
の
は
、

日
本
人
の
愛
川
・
フ
ォ
ー
ル
・
紀
子
さ
ん
だ
っ
た
の
で
あ
る
1
。
ま
た
九

州
大
学
の
河
野
俊
行
教
授
も
、
無
形
文
化
保
護
の
専
門
家
と
し
て
世
界
的

に
有
名
で
あ
る
2
。

　

無
形
文
化
を
実
現
さ
せ
る
能
力
や
技
術
が
「
遺
産
」
と
し
て
み
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
上
述
の
通
り
「
世
界
文
化
遺
産
」
の
コ
ン
セ
プ

ト
か
ら
派
生
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
質
的
に
残
す
こ
と
が
で
き

る
建
築
や
彫
刻
の
よ
う
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、
非
物
質
、
無
形
の
も
の
も

保
護
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
文
化
政
策
、
あ
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る
い
は
法
律
に
お
い
て
、
物
質
的
な
も
の
を
護
る
た
め
の
コ
ン
セ
プ
ト
を

非
物
質
的
な
も
の
に
も
適
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
自
然
な
流
れ

と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
文
化
を
中
心
に
考
え
る
人
文
科
学
に
と
っ
て
、

物
質
的
文
化
と
非
物
質
的
文
化
の
間
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
は
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

　

実
際
、
無
形
文
化
財
の
保
護
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
か
を
簡
単

に
述
べ
た
い
。
日
本
で
は
例
え
ば
、
あ
る
歌
舞
伎
役
者
や
邦
楽
家
が
文
化

庁
に
よ
っ
て
「
重
要
無
形
文
化
財
の
保
持
者
」
と
認
定
さ
れ
る
と
、
国
は

そ
の
人
が
行
う
技
術
の
鍛
錬
や
伝
承
者
養
成
に
対
し
て
、
現
在
、
年
額

二
百
万
円
の
助
成
を
行
っ
て
い
る
。
特
に
伝
承
者
の
養
成
は
、
保
護
と
し

て
の
役
割
を
大
き
く
担
っ
て
い
る
。
無
形
文
化
財
保
護
は
、
つ
ま
り
そ
の

保
持
者
を
通
し
て
、
文
化
財
を
存
続
さ
せ
る
能
力
、
技
術
、
知
識
な
ど
の

伝
承
を
助
成
す
る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
保
持
者
で
あ

る
通
称
「
人
間
国
宝
」
は
、
文
化
庁
に
お
い
て
、
三
十
一
人
の
有
識
者
か

ら
な
る
専
門
調
査
会
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
る
。
こ
の
三
十
一
人
が
日
本
国

内
全
土
に
わ
た
っ
て
調
査
を
行
い
、
保
持
者
の
死
亡
や
芸
能
・
工
芸
界
の

現
状
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
新
た
な
保
持
者
の
指
定
候
補
を
提
案
す
る
。
推

薦
や
自
己
申
請
は
そ
の
選
考
過
程
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

単
純
に
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
政
策
は
ど
こ
で
も
好
意
的
に
受
け
容
れ
ら

れ
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
伝
統
芸
能
と
民
俗
を
護
り
、
そ

の
伝
承
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
、
諸
手
を
挙
げ

て
賛
成
す
る
人
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
五
〇
年
の
文
化
財
保
護
法
制
定
に
伴
い
、
伝
統
芸
能
は
初
め
て
無

形
文
化
財
と
し
て
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
も
芸
能
を
保
護
す
る
政

策
は
存
在
し
て
い
た
。
明
治
維
新
に
よ
っ
て
雅
楽
が
天
皇
の
式
楽
に
な
り
、

楽
人
は
今
日
に
至
る
ま
で
公
務
員
扱
い
と
な
っ
た
。
能
楽
も
す
で
に
明
治

時
代
か
ら
、
皇
室
と
政
府
の
支
援
を
受
け
て
い
た
。
ま
た
一
九
三
六
年
に

は
、
東
京
音
楽
学
校
に
邦
楽
科
が
設
置
さ
れ
た
。
当
時
は
日
本
で
唯
一
だ

っ
た
国
立
の
音
楽
大
学
に
お
い
て
若
い
邦
楽
演
奏
家
を
育
成
し
て
い
た
こ

と
は
、
こ
れ
も
国
家
的
保
護
の
一
環
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
に
述
べ
た
、
後
継
者
の
育
成
が
助
成
さ
れ
る
保
護
政
策
と
同
様
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
邦
楽
科
の
設
置
に
対
し
て
、
当
時
反
対
す
る
動
き
も
あ
っ
た

の
で
あ
る
。 

意
外
に
も
反
対
者
の
一
人
は
、
今
日
雅
楽
や
民
謡
の
研
究

者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
兼
常
清
佐
（
一
八
八
五
〜
一
九
五
七
）
で
あ
っ

た
。
な
ぜ
日
本
音
楽
の
専
門
家
が
、
邦
楽
科
設
置
に
反
対
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
一
九
三
五
年
の
著
作
『
音
楽
と
生
活
』
に
お
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う

に
言
及
し
て
い
る
。

　
「
私
に
と
っ
て
音
楽
は
私
共
の
生
活
か
ら
離
れ
な
い
真
面
目
な
芸

術
で
す
。
今
の
私
共
の
生
活
に
そ
の
基
礎
を
も
っ
て
な
い
よ
う
な
も

の
は
、
私
共
の
音
楽
と
い
う
に
足
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
し
て
ニ
ッ

ポ
ン
の
古
い
音
楽
が
私
共
の
生
活
の
上
に
果
し
て
ど
れ
ほ
ど
基
礎
を

持
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
私
共
の
受
け
た
教
育
は
す
べ
て
西
洋
の

学
問
が
基
礎
に
な
っ
た
も
の
で
す
。（
中
略
）
実
際
の
生
活
を
と
れ
ば
、

ニ
ッ
ポ
ン
人
も
西
洋
人
も
今
は
そ
ん
な
に
違
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ

の
わ
れ
わ
れ
に
徳
川
時
代
の
三
味
線
音
楽
が
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
感
激
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を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
し
ょ
う
か
。」（
兼
常
清
佐1935

）

　

徳
川
時
代
の
三
味
線
音
楽
と
は
長
唄
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に

一
九
二
九
年
に
、
長
唄
は
東
京
音
楽
学
校
に
別
科
と
し
て
置
か
れ
、

一
九
三
六
年
に
本
科
に
な
っ
た
際
、
唄
方
の
四
代
目
吉
住
小
三
郎
と
三
代

目
杵
屋
六
四
郎
が
、
史
上
初
の
長
唄
教
授
に
任
命
さ
れ
て
い
る
。

　

兼
常
は
邦
楽
の
保
護
に
根
本
的
に
反
対
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼

は
、
東
京
音
楽
学
校
の
学
校
教
育
に
よ
っ
て
邦
楽
を
保
護
す
る
こ
と
に
意

義
を
唱
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
私
は
将
来
の
ニ
ッ
ポ
ン
の
音
楽
文
化
を
考
え
ま
す
。（
中
略
）
私

の
た
め
に
は
今
日
の
ニ
ッ
ポ
ン
の
音
楽
は
た
だ
明
日
の
ニ
ッ
ポ
ン
の

音
楽
を
作
る
過
程
と
し
て
、
は
じ
め
て
意
味
が
あ
り
ま
す
。（
中
略
）

若
い
人
の
貴
重
な
命
を
そ
ん
な
も
の
の
練
習
に
浪
費
さ
せ
る
事
が
、

果
し
て
過
去
の
名
曲
を
保
存
す
る
事
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は
保

存
の
方
法
と
し
て
な
ら
ば
、
そ
れ
は
甚
だ
下
ら
な
い
事
だ
と
思
い
ま

す
。」（
兼
常
清
佐1935

）

　

こ
れ
は
極
端
な
意
見
と
も
言
え
る
が
、
兼
常
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の

は
、
こ
の
言
葉
通
り
の
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
日
本
初
の

長
唄
教
授
と
な
っ
た
小
三
郎
と
六
四
郎
は
、
一
九
〇
二
年
に
「
長
唄
研
精

会
」
と
い
う
も
の
を
発
足
し
て
い
る
。
こ
れ
は
お
稽
古
も
演
奏
会
も
行
う

会
員
制
の
長
唄
組
織
で
、
当
時
の
邦
楽
界
で
は
ひ
と
つ
の
ビ
ジ
ネ
ス･

モ

デ
ル
と
し
て
か
な
り
成
功
し
て
い
た
。
兼
常
の
目
に
は
、
こ
の
長
唄
研
精

会
が
、
す
で
に
長
唄
を
保
護
す
る
に
値
す
る
立
派
な
組
織
と
映
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
前
半
の
世
界
恐
慌
の
影
響
で
、
長
唄
研
精
会

も
決
し
て
安
穏
と
で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
苦
し
い
状
況
の

中
、
三
味
線
や
筝
を
断
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
町
の
師
匠
た
ち
の

数
を
思
え
ば
、
小
三
郎
と
六
四
郎
の
教
授
任
命
が
全
面
的
に
歓
迎
さ
れ
た

と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
戦
前
の
文
化
保
護
は
、
戦
後
の
そ
れ
と
は
違
な
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
一
般
に
三
味
線
音
楽
が
「
色
っ
ぽ
い
」
も
の
が
多
か
っ
た
の
に
対

し
て
、
長
唄
は
、
十
九
世
紀
に
能
楽
の
影
響
を
強
く
受
け
た
結
果
、
日
本

の
神
話
や
古
代
史
か
ら
題
材
を
取
っ
た
曲
が
少
な
く
な
い
。
こ
の
よ
う

な
題
材
は
一
九
三
〇
年
代
に
再
び
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
当
時
の
思

潮
に
強
く
共
鳴
し
た
。
一
九
三
〇
年
代
、
例
え
ば
《
鶴
亀
》
の
よ
う
な
長

唄
名
曲
は
、
天
皇
崇
拝
を
色
濃
く
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

一
九
三
六
年
に
長
唄
本
科
が
東
京
音
楽
学
に
新
設
さ
れ
た
こ
と
も
、
そ
れ

と
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
兼
常
も
そ
う
思
っ

て
い
た
よ
う
で
、
大
正
時
代
の
音
楽
界
を
振
り
返
り
な
が
ら
、「
今
ほ
ど

愛
国
と
い
う
言
葉
が
ひ
ど
く
使
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
」
な
ど
と
も
書
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
兼
常
の
批
判
は
「
昔
の
話
」
で
、
現
在
の
無
形
文
化
保
護
の

実
践
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
い
く
つ
か

考
慮
に
値
す
る
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
を
考
察
す
る
前

に
、
無
形
文
化
保
護
に
対
し
て
問
題
意
識
を
示
し
た
、
も
う
一
人
の
民
族

音
楽
学
者
を
紹
介
し
た
い
。
ア
メ
リ
カ
の
民
族
音
楽
学
者
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
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シ
ー
ガ
ーA

n
th

o
n
y Seeger

で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
に
無
形
文
化
遺
産

条
約
が
発
効
さ
れ
た
当
時
、
シ
ー
ガ
ー
は
国
際
伝
統
音
楽
評
議
会
Ｉ
Ｃ
Ｔ

Ｍ
の
会
長
を
務
め
て
い
た
。
そ
の
と
き
、
世
界
各
国
か
ら
無
形
文
化
遺
産

と
し
て
提
案
さ
れ
た
芸
能
の
中
に
は
音
楽
を
含
む
も
の
が
多
か
っ
た
た
め
、

そ
の
選
考
過
程
に
お
い
て
音
楽
の
有
識
者
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
Ｉ

Ｃ
Ｔ
Ｍ
は
、
日
本
の
無
形
文
化
保
護
に
お
け
る
専
門
調
査
会
の
よ
う
な
役

割
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
シ
ー
ガ
ー
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
Ｍ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
の
専
門
家
と
接
触
し
、
彼
ら
か
ら
の
報
告
を
取

り
ま
と
め
て
、
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
委
員
会
に
提
出
し
た
。
こ
の

よ
う
に
彼
は
、
音
楽
の
無
形
文
化
遺
産
選
考
過
程
に
最
も
密
接
に
関
わ
っ

て
い
た
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
彼
は
、
無
形
文
化

の
保
護
政
策
に
対
し
て
、
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
ス
タ
ン
ス
を
取
っ
た
の

で
あ
る
。
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「
無
形
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
も
し
可
能

で
あ
る
な
ら
、
保
護
す
べ
き
な
の
か
。
私
に
は
ま
だ
答
え
ら
れ
な
い
。

問
題
は
、
音
楽
学
が
知
る
限
り
で
は
、
音
楽
は
変
わ
っ
て
い
く
も
の

だ
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
音
楽
の
あ
り
方
は
、
政
治
や
経
済
、
そ

し
て
人
の
美
意
識
に
も
左
右
さ
れ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
を
単
に
保
護
す

る
と
い
う
考
え
に
は
、
実
に
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
。」（
和

訳
筆
者
）

　

兼
常
と
シ
ー
ガ
ー
は
、
保
護
政
策
が
音
楽
文
化
の
発
展
を
止
め
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
、
と
危
惧
し
た
の
で
あ
る
。
兼
常
は
、
東
京
音
楽
学
校

の
学
生
が
邦
楽
保
護
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、
将
来
の
日
本
音
楽
を
担
う

べ
き
人
材
が
無
益
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
、
シ
ー
ガ
ー
は
音
楽

文
化
の
複
雑
な
変
遷
を
踏
ま
え
、
保
護
政
策
が
サ
ス
テ
ィ
ナ
ブ
ル
な
効
果

を
も
た
ら
さ
な
い
の
で
は
と
、
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
の
だ
っ
た
。
二
人

に
共
通
す
る
の
は
、
音
楽
文
化
を
自
由
に
、
つ
ま
り
政
治
の
介
入
な
し
に

発
展
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
で
あ
り
、 

保
護
政
策
に
対
し

て
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
点
に
あ
る
。
確
か
に
自
由
、
自
然
な
発
展
と
い

う
意
味
で
は
、
外
部
の
保
護
を
受
け
ず
に
芸
術
を
自
律
発
展
さ
せ
る
方
が

自
然
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
芸
術
、
そ
し
て
す
べ
て
の
無

形
文
化
は
、
生
き
物
で
も
自
然
の
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
兼
常
と
シ

ー
ガ
ー
の
違
和
感
は
、
無
形
文
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
見
方
に
そ
の
要

因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
芸
術
の
自
律th

e au
to

n
o
m

y o
f art

」
と
は
十
八
世
紀
末
の
ド
イ
ツ

で
生
ま
れ
た
思
想
で
あ
る
。
こ
の
芸
術
の
自
律
思
想
は
十
八
・
十
九
世
紀
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の
ド
イ
ツ
芸
術
音
楽
の
普
及
に
よ
っ
て
世
界
各
地
の
音
楽
文
化
に
根
を
下

ろ
し
た
。
特
に
日
本
の
よ
う
な
、
美
学
や
芸
術
鑑
賞
に
お
い
て
長
い
伝
統

を
持
つ
国
で
は
、
こ
の
思
想
は
非
常
に
な
じ
み
や
す
か
っ
た
と
言
え
る
。

た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
歴
史
的
な
思
想
現
象
に
過
ぎ
ず
、
音
楽
、
特
に

ド
イ
ツ
以
外
の
音
楽
に
つ
い
て
普
遍
的
な
性
質
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
兼
常
と
シ
ー
ガ
ー
が
民
族
音
楽
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
無
視

で
き
な
い
点
で
あ
る
。
兼
常
は
日
本
の
民
謡
、
シ
ー
ガ
ー
は
ア
マ
ゾ
ン
の

民
族
音
楽
の
専
門
家
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
音
楽
も
生
活
の
一
部
と
し
て
伝

承
さ
れ
て
い
る
の
で
、
改
め
て
保
護
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
意
見
は
理

解
出
来
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
生
活
密
着
の
民
族
音
楽
は
音
楽
文
化
の
存

在
形
態
の
一
つ
に
過
ぎ
ず
、
音
楽
文
化
全
体
に
共
通
す
る
原
始
的
な
、
あ

る
い
は
理
想
的
な
存
在
形
態
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
無
形
文
化
が
保
護
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
そ
れ
は
も
は

や
衰
退
の
兆
し
で
あ
る
」
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
実
際
は
ど
う
な
の
か
。

西
洋
の
芸
術
音
楽
を
例
と
し
て
見
て
み
る
と
、
西
洋
音
楽
文
化
は
今
や
世

界
中
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。
若
手
の
養
成
は
国
立
大
学
で
、
つ
ま
り
国
の

助
成
で
行
わ
れ
て
い
る
。
多
く
の
国
で
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
や
劇
場
が
金
銭

的
な
助
成
を
受
け
て
い
る
、
あ
る
い
は
免
税
措
置
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
企
業
や
個
人
の
メ
セ
ナ
も
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
で
は
ご
く

普
通
の
こ
と
だ
。
で
は
先
に
紹
介
し
た
意
見
の
通
り
、
こ
う
し
た
保
護
を

受
け
て
い
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
衰
退
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
本

当
に
衰
退
し
て
い
く
な
ら
ば
、
西
洋
の
芸
術
音
楽
が
こ
の
世
に
生
ま
れ
て

か
ら
す
で
に
衰
退
が
始
ま
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
こ

の
音
楽
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
典
礼
音
楽
と
し
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ 

の

宮
廷
音
楽
と
し
て
も
、
そ
し
て
市
民
社
会
の
機
会
音
楽
と
し
て
も
、
常
に

保
護
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
西
洋
に

お
い
て
は
音
楽
文
化
の
存
在
形
態
と
し
て
不
可
欠
な
要
素
だ
っ
た
の
で
あ

る
。

　

日
本
の
筝
曲
も
同
様
で
あ
る
。
十
八
世
紀
、
十
九
世
紀
の
検
校
た
ち
は

み
な
、
貴
族
、
武
家
、
あ
る
い
は
富
裕
な
市
民
た
ち
に
支
援
さ
れ
て
い
た
。

世
界
中
の
芸
術
音
楽
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
例
は
数
多
く
あ
る
。
そ
れ
は

保
護
下
に
あ
る
こ
と
が
音
楽
文
化
に
と
っ
て
、
決
し
て
不
自
然
な
あ
り
方

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

芸
術
は
、
そ
れ
に
見
合
う
美
的
教
育
を
受
け
て
い
な
い
限
り
、
芸
術
と

し
て
受
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
芸
術
と
は
本
来
非
常
に
排
他
的
な
も

の
で
あ
る
。
そ
の
芸
術
を
自
由
に
ま
か
せ
、
そ
の
形
成
を
市
場
メ
カ
ニ
ズ

ム
な
ど
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
は
、
芸
術
の
あ
り
方
を
根
本
か
ら
変
え
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
無
形
文
化
保
護
は
、
そ
の
「
文
化
が
衰
退
す
る
兆
し
」
で
は
な

く
、
そ
の
「
文
化
の
芸
術
性
の
証
」
で
あ
る
と
言
え
る
。
従
来
、
音
楽
な

ど
の
芸
術
性
を
問
う
際
に
、
作
品
の
作
ら
れ
方
が
第
一
の
基
準
と
見
な
さ

れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ
で
、
芸
術
を
社
会
現
象
と
捉
え
れ
ば
、
作
品
の

作
ら
れ
方
よ
り
も
、
そ
の
芸
術
に
ま
つ
わ
る
組
織
、
担
い
手
の
所
属
す
る

社
会
階
級
、
そ
の
階
級
に
お
け
る
文
化
の
役
割
な
ど
の
ほ
う
が
、
芸
術
の

基
準
を
左
右
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
芸
術
は
、
大
半
が
公
的
な
組

織
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。
芸
術
は
社
会
的
な
優
位
を
主
張
し
、
維
持
す
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べ
き
実
践
と
し
て
機
能
す
る
。
芸
術
は
社
会
形
態
と
結
び
つ
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
、
自
ず
と
わ
か
る
。

　

世
界
の
文
化
は
多
様
で
あ
る
と
し
て
も
、
世
界
各
国
の
社
会
形
態
は
、

二
十
世
紀
を
通
し
て
徐
々
に
一
元
化
し
て
き
た
と
も
言
え
る
。「
国
民
国

家
な
い
し
民
族
国
家T

h
e n

atio
n
 state

」
は
、
現
在
で
最
も
一
般
的
な

国
家
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
を
見
る
と
、
こ
の
制
度
は
比
較
的
最
近

に
な
っ
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
王
制
か
ら
国
家
制

度
に
シ
フ
ト
し
た
の
は
十
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り
、 

そ
し
て
十
九

世
紀
は
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
つ
ま
り
植
民
地
主
義
の
時
代
で
も
あ
っ
た
。
日

本
も
明
治
維
新
を
経
て
こ
の
国
家
制
度
に
移
行
し
て
い
く
。
そ
し
て
第
二

次
世
界
大
戦
後
、
多
く
の
植
民
地
が
国
民
国
家
と
し
て
独
立
す
る
。
こ
う

し
て
成
立
し
た
多
く
の
国
民
国
家
に
お
い
て
、
そ
の
後
、
西
洋
式
の
教
育

制
度
、
ラ
ジ
オ
や
レ
コ
ー
ド
会
社
、
出
版
社
な
ど
の
西
洋
式
の
文
化
産
業
、

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
国
立
の
文
化
組
織
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
で
き
て
い
く
。
組
織
的

な
現
象
の
み
で
言
え
ば
、
西
洋
と
同
様
の
文
化
社
会
が
世
界
各
国
に
定
着

し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
無
形
文
化
に
も
変
化
が
も

た
ら
さ
れ
た
。
文
化
社
会
の
西
洋
化
以
前
に
は
、
芸
術
の
あ
り
方
を
し
て

い
な
か
っ
た
も
の
が
、
西
洋
式
の
文
化
社
会
の
定
着
に
よ
っ
て
芸
術
と
し

て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
現
象
が
起
き
た
。
例
え
ば
パ
キ
ス
タ

ン
で
は
、
伝
統
音
楽
の
ム
ガ
ム
が
西
洋
式
の
劇
場
で
上
演
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
中
国
の
胡
弓
奏
者
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
編
成
し
、
ベ
ル
リ
ン
・

フ
ィ
ル
の
よ
う
に
、
巡
回
演
奏
会
を
し
な
が
ら
世
界
を
回
る
。
そ
し
て
グ

レ
ン
・
グ
ー
ル
ド
が
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
を
す
べ
て
録

音
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
国
宝
の
山
口
五
郎
は
、
古
琴
流
尺
八
の

本
曲
と
外
曲
を
、
す
べ
て
レ
コ
ー
ド
に
吹
き
込
む
こ
と
に
な
る
。

西
洋
式
の
文
化
社
会
に
お
い
て
、
無
形
文
化
は
音
楽
大
学
、
文
化
業
界
、

文
化
組
織
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
絡
み
合
い
な
が
ら
、
社
会
学
的
に
言
え
ば
「
芸
術

化
」
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
保
護
と
い
う
存
在
形
態
を
も
も
た
ら
し
た
。

こ
れ
は
西
洋
の
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
ま
た
は
イ
ン
ペ
リ
ア
リ
ズ
ム
の
産
物

で
も
あ
り
、
ポ
ス
ト･

コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
の
文
化
論
で
は
、
批
判
的
に
見

ら
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
が
も
た
ら
し
た
も
の
の
中
に
は
、
確
か

に
あ
ら
ゆ
る
視
点
か
ら
見
て
望
ま
し
く
な
い
も
の
が
多
い
し
、
そ
う
し
た

こ
と
を
見
直
し
、
批
判
す
る
こ
と
が
今
後
の
世
界
政
治
や
、
世
界
文
化
の

成
り
行
き
に
重
要
な
指
針
を
与
え
得
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か

し
歴
史
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
こ
と
も
結
局
は
文
化
史
の
一
部
で
あ
り
、
そ

し
て
瑣
末
と
は
言
え
な
い
一
部
な
の
で
あ
る
。

　

ア
ン
ソ
ニ
ー
・
シ
ー
ガ
ー
が
投
げ
か
け
た
質
問
に
戻
ろ
う
。“Is it 

p
o
ssib

le to
 safegu

ard
 in

tan
gib

le cu
ltu

ral h
eritage an

d
 if it 

is, sh
o
u
ld

 w
e?” 

無
形
文
化
遺
産
を
保
護
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、

も
し
可
能
で
あ
る
な
ら
、
保
護
す
べ
き
な
の
か
。」
西
洋
音
楽
の
長
い
歴

史
を
見
る
と
、
そ
れ
は
可
能
と
い
う
よ
り
必
然
で
あ
る
。
世
界
中
で
国
家

制
度
が
存
続
す
る
限
り
、
無
形
文
化
を
囲
む
社
会
的
な
組
織
が
存
続
す
る

限
り
、
保
護
以
外
に
よ
る
存
在
形
態
は
成
立
し
え
な
い
と
ま
で
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

文
化
保
護
に
つ
い
て
は
、
納
得
が
い
か
な
い
と
い
う
人
は
常
に
存
在
す
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る
。
特
に
不
況
が
続
く
と
「
文
化
保
護
に
使
う
お
金
を
経
産
省
の
予
算
に

入
れ
て
し
ま
う
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
す
ら
出
て
く
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

平
成
二
六
年
の
経
産
省
の
予
算
は
一
兆
五
四
三
九
億
円
で
、
一
方
文
化
庁

の
無
形
文
化
保
護
の
予
算
は
九
億
九
七
〇
〇
万
円
、
つ
ま
り
経
産
省
の
予

算
の
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

無
形
文
化
財
保
護
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
議
論
は
以
上
と
す
る
が
、
保

護
の
あ
り
方
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
今
後
も
有
益
な
こ

と
で
あ
る
。
保
護
す
る
に
あ
た
っ
て
伝
承
者
の
養
成
が
不
可
欠
の
手
段
で

あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
伝
承
す
べ
き
も
の
は
目
に

見
え
な
い
し
、
触
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
無
形
文
化
の
伝
承

過
程
に
つ
い
て
は
、
メ
デ
ィ
ア
、
現
代
社
会
に
お
け
る
言
論
の
世
界
に
お

い
て
い
く
つ
か
の
誤
解
が
生
じ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

例
え
ば
、
一
九
九
九
年
の
映
画
『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』
で
は
、
主
人
公
の

ネ
オ
が
デ
ー
タ･

キ
ャ
リ
ア
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
格
闘
技
を
自
分
の
脳
に
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
し
、
マ
ス
タ
ー
す
る
。
女
性
の
主
役
で
あ
る
ト
リ
ニ
テ
ィ
も
、

一
瞬
で
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
を
操
縦
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
り
も
す
る
。
こ

の
『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』
の
世
界
で
は
、
例
え
ば
十
二
代
目
市
川
団
十
郎
の

よ
う
に
『
助
六
』
を
演
じ
る
こ
と
も
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
一
つ
で
で
き
る
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』
は
も
ち
ろ
ん
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
し
か
し
、
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う

も
の
は
空
想
で
は
あ
っ
て
も
、
往
々
に
し
て
人
間
の
技
術
発
展
へ
の
希
望
、

憧
れ
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。　
　
　

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
は
Ｉ
Ｔ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
よ
っ
て
、
日

常
生
活
に
お
け
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
役
割
が
実
質
的
に
変
わ
り
つ
つ

あ
っ
た
。
一
九
九
四
年
に
は
ア
マ
ゾ
ン
、
一
九
九
五
年
に
は
イ
ー
ベ
イ
、

一
九
九
七
年
に
は
楽
天
が
、
そ
し
て
二
〇
〇
一
年
に
は
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア

が
登
場
す
る
。
買
い
物
で
も
学
習
で
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
ら
ゆ
る

場
面
で
大
き
な
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
情
報
化
社
会
が
到
来
し
た

の
で
あ
る
。
情
報
化
と
は
、
知
識
、
能
力
、
技
術
の
普
及
を
加
速
さ
せ
る

過
程
を
言
う
。
そ
の
た
め
「
人
か
ら
人
へ
」
と
い
う
通
常
の
普
及
パ
タ
ー

ン
が
不
充
分
と
な
る
。
そ
こ
で
情
報
を
ま
ず
外
部
化
さ
せ
、
中
央
に
集
中

化
し
、
そ
こ
か
ら
各
自
に
提
供
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
確
立
さ
れ
た
。

前
述
の
『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』
に
お
け
る
よ
う
に
、
一
つ
の
デ
ィ
ス
ク
に
一

つ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
全
情
報
を
集
中
さ
せ
る
、
と
い
う
の
は
そ
の
ま
ま

情
報
化
社
会
の
根
本
理
念
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　

無
形
文
化
を
実
現
さ
せ
る
能
力
を
外
部
化
さ
せ
、
後
世
に
残
そ
う
と
す

る
試
み
は
、
す
で
に
ず
っ
と
以
前
か
ら
あ
っ
た
。
ヨ
ハ
ン
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・

ク
ヴ
ァ
ン
ツJo

h
an

n
 Jo

ach
m

 Q
u
an

z (

一
六
九
七
〜
一
七
七
三) 

の

『
フ
ル
ー
ト
奏
法
試
論
』（
一
七
五
二
年
）や
初
世
芳
澤
あ
や
め（
一
六
七
三

〜
一
七
二
九
）
の
『
あ
や
め
草
』
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う

し
た
書
物
を
読
む
だ
け
で
、
二
人
の
卓
越
し
た
能
力
が
身
に
つ
く
な
ら
、

十
八
世
紀
後
半
か
ら
一
流
フ
ル
ー
ト
奏
者
と
女
形
が
巷
に
溢
れ
た
は
ず
で

あ
る
が
、
情
報
化
社
会
が
到
来
し
て
久
し
い
現
在
で
も
、
ど
ち
ら
も
ま
だ

ま
だ
珍
し
い
存
在
で
あ
る
。

　

無
形
文
化
遺
産
の
情
報
化
、
あ
る
い
は
外
部
化
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
限
界
は
著
し
い
。
尺
八
の
伝
承
を
例
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
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る
。
人
間
国
宝
の
山
口
五
郎
は
父
の
山
口
四
郎
に
師
事
し
、
受
け
継
い
だ

無
形
文
化
遺
産
を
さ
ら
に
自
分
の
弟
子
に
伝
承
し
た
。「
受
け
継
い
だ
」、

「
伝
承
し
た
」
と
言
え
ば
、
物
質
的
に
何
か
の
受
け
渡
し
が
あ
る
よ
う
な

印
象
を
受
け
る
が
、
具
体
的
に
は
先
生
と
弟
子
が
た
だ
一
緒
に
尺
八
を
吹

く
だ
け
で
あ
る
。
伝
統
的
な
授
業
法
だ
と
、
挨
拶
以
外
言
葉
を
交
わ
す
こ

と
も
少
な
い
。
弟
子
は
先
生
と
合
奏
し
な
が
ら
、
そ
の
音
色
、
装
飾
、
ダ

イ
ナ
ミ
ク
ス
な
ど
を
真
似
し
よ
う
と
奮
闘
す
る
。
何
か
間
違
え
た
際
に
は
、

先
生
は
「
ん
ー
」
と
唸
る
こ
と
で
そ
れ
を
指
摘
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
伝
承
形
態
を
ど
う
外
部
化
さ
せ
、
情
報
化
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

情
報
化
は
あ
る
も
の
を
言
葉
と
数
字
へ
変
換
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。

先
ほ
ど
触
れ
た
映
画
『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』
は
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
は
あ
る
が
、
ネ
オ
が
格
闘
技
と
い
う
無
形
文
化
を
教
科
書
や
ア
プ
リ

の
よ
う
な
媒
介
を
通
し
て
取
得
す
る
の
で
は
な
く
、
ダ
イ
レ
ク
ト
に
身
に

つ
け
る
。
日
本
で
は
「
体
で
覚
え
る
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
が
、
芸
能

や
工
芸
で
は
体
で
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
能
力
が
大
半
で
あ
る
。
そ
し

て
大
部
分
を
数
字
や
言
葉
に
頼
る
学
問
で
さ
え
、
体
で
覚
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
も
あ
る
。

　

例
え
ば
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ーM

artin
 Lu

th
er

（
一
七
八
三
〜

一
五
四
六
）
の
『
詩
篇
に
つ
い
て
の
講
義
』（
一
五
一
三
〜
十
六
年
）
の
自

筆
原
稿
や
十
世
紀
の
ネ
ウ
マ
譜
の
よ
う
な
資
料
を
読
も
う
と
す
る
な
ら
、

情
報
化
時
代
で
便
利
な
ツ
ー
ル
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
も
、
し
か
る
べ
き
能

力
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
と
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
資
料
を

読
解
す
る
能
力
も
ま
た
、
年
月
を
か
け
て
身
に
つ
け
て
い
く
も
の
な
の
で

あ
る
。

　

情
報
化
社
会
に
お
い
て
人
は
ま
す
ま
す
、
知
識
、
能
力
、
技
術
の
す
べ

て
の
情
報
化
を
期
待
し
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
『
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
』

で
の
よ
う
な
技
術
が
生
み
出
さ
れ
な
い
う
ち
は
、
私
た
ち
は
ま
ず
、
外
部

化
さ
せ
ら
れ
る
「
情
報
」
と
、
体
で
覚
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
能
力
」
を

正
確
に
見
分
け
る
必
要
が
あ
る
。

　

能
力
が
そ
う
簡
単
に
身
に
つ
か
な
い
か
ら
こ
そ
、
無
形
文
化
遺
産
の
伝

承
を
保
護
す
る
意
味
が
あ
る
。
何
も
か
も
加
速
さ
せ
よ
、
と
い
う
時
代
に

お
い
て
、
加
速
さ
せ
ら
れ
な
い
学
習
過
程
を
護
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
無
形
文
化
の
伝
承
者
養
成
に
つ
い
て
は

特
に
充
実
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
指
定
さ
れ
た
無
形
文
化
保
持
者

以
外
に
も
、
邦
楽
家
や
邦
楽
組
織
が
伝
承
者
養
成
に
尽
力
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
つ
い
最
近
ま
で
あ
っ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
「
邦
楽
技
能
者
育
成
会
」
は

そ
の
一
つ
の
例
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
日
本
音
楽
集
団
」
も
一
九
七
二
年
に

「
研
究
団
員
制
度
」
を
設
け
、
現
在
に
至
る
ま
で
若
手
育
成
を
行
っ
て
い
る
。

日
本
音
楽
集
団
の
成
果
だ
け
を
見
て
み
る
と
、
一
九
六
四
年
の
創
立
以
来
、

二
千
人
も
の
演
奏
家
が
こ
の
組
織
に
関
係
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
日
本
は
、

し
ば
ら
く
邦
楽
演
奏
家
に
困
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
で
安

心
で
き
る
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
一
つ
だ
け
気
に
な
る
点
が
あ
る
。

　

ア
メ
リ
カ
、
エ
ー
ル
大
学
の
音
楽
部
は
、
教
養
学
部
の
学
生
の
た
め

にListen
in

g to
 M

u
sic

と
い
う
コ
ー
ス
を
提
供
し
て
い
る
。
担
当
教
授

の
ク
レ
ー
グ
・
ラ
イ
トC

raig M
. W

righ
t

（
一
九
四
四
年
生
）
は
、
第

一
回
目
の
講
義
で
コ
ー
ス
内
容
に
つ
い
て
こ
う
言
っ
た
。„Its aim

 is to
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teach
 yo

u
 h

o
w

 to
 listen

 to
 m

u
sic.“

「
本
コ
ー
ス
の
目
的
は
、
音

楽
を
聴
く
こ
と
を
教
え
る
こ
と
で
す
。」
こ
れ
を
聞
い
た
学
生
た
ち
は
、

「
そ
れ
は
教
え
る
も
の
な
の
か
。
音
楽
を
聴
く
ぐ
ら
い
で
き
る
よ
」
と
心

の
中
で
反
発
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
音
楽
を
物
理
的
に
聴
く
こ
と

は
確
か
に
簡
単
で
あ
る
が
、
し
か
し
音
楽
を
美
的
体
験
と
し
て
聴
く
こ
と

は
、
そ
れ
と
は
別
の
こ
と
な
の
だ
。

　

芸
術
の
美
と
は
普
遍
的
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
よ
っ
て
成
立

す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
尺
八
の
場
合
、
長
い
音
に
お
け
る
さ
ま
ざ

ま
な
音
色
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
美
的
ポ
イ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
。
奏
者
が
吹

く
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
み
に
集
中
し
て
聞
い
て
い
る
と
、
美
的
ポ
イ
ン
ト
を
聴

き
落
と
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
ほ
ん
の
小

さ
な
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
だ
け
で
は
、
尺
八
音
楽
の
美
の
す
べ
て
は
到
底
伝
え

き
れ
な
い
。
し
か
し
、
聴
く
と
い
う
段
階
に
で
す
ら
、
体
で
覚
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
の
だ
。
こ
れ
は
演
奏
家
や
役
者
の
高
度
な
技
術

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
何
も
せ
ず
し
て
身
に
つ
く
も
の
で

は
な
い
。

　

な
ぜ
こ
の
こ
と
が
無
形
文
化
財
の
保
護
に
関
係
す
る
の
か
を
説
明
す
る

た
め
に
は
、
ま
た
少
し
社
会
学
的
な
考
察
が
必
要
と
な
る
。
音
楽
や
演
劇

は
、
技
術
の
保
持
者
が
自
分
の
た
め
に
で
は
な
く
、 

鑑
賞
す
る
人
々
の
た

め
に
上
演
す
る
。
昔
、
メ
セ
ナ
は
同
時
に
芸
術
の
主
な
受
容
者
だ
っ
た
。

近
代
化
に
よ
っ
て
、
文
化
庁
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
よ
う
な
組
織
が
メ
セ
ナ
の
役
割

を
受
け
継
い
だ
が
、
受
容
者
の
役
割
は
切
り
離
さ
れ
た
と
言
え
る
。
で
は

「
芸
術
の
受
容
者
」
の
役
目
を
受
け
継
い
だ
の
は
誰
な
の
か
。
こ
の
問
い

か
け
は
、
世
界
各
国
の
無
形
文
化
保
護
に
お
い
て
、
今
後
も
大
き
な
意
味

を
持
つ
だ
ろ
う
。

　

す
で
に
述
べ
た
通
り
、
日
本
で
は
無
形
文
化
財
保
護
法
に
よ
っ
て
、

一
九
五
五
年
か
ら
「
技
術
の
錬
磨
や
伝
承
者
養
成
」
が
助
成
さ
れ
た
。
し

か
し
そ
の
際
、
無
形
文
化
に
対
す
る
鑑
賞
能
力
は
充
分
に
伝
承
さ
れ
た
と

は
言
え
な
い
実
情
だ
。
こ
れ
は
文
化
庁
に
落
ち
度
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
強
い
て
言
え
ば
日
本
の
教
育
制
度
に
一
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。
戦
後
、

学
校
・
大
学
教
育
で
は
、「
日
本
的
な
る
も
の
」
が
で
き
る
だ
け
排
除
さ

れ
た
背
景
が
あ
る
。
今
で
も
そ
う
だ
が
、
学
校
や
大
学
と
い
う
教
育
環
境

に
お
い
て
例
え
ば
剣
道
や
尺
八
音
楽
な
ど
に
触
れ
る
機
会
は
、
剣
道
部
や

尺
八
部
な
ど
「
課
外
活
動
」
が
な
い
場
合
に
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
中
で
じ
っ
く
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ

る
。
日
本
史
は
科
目
と
し
て
あ
っ
て
も
、
日
本
の
学
校
・
大
学
教
育
は
、

日
本
従
来
の
美
意
識
を
次
世
代
に
伝
え
る
役
目
を
負
っ
て
こ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
大
変
な
こ
と
な
の
か
は
、
ク
レ
ー
グ
・
ラ
イ

ト
が
、
自
分
の
学
生
に
向
け
て
言
っ
た
こ
と
か
ら
推
し
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

　
“Y

o
u

 w
ill b

e
co

m
e
 th

e
 p

u
rv

e
y
o

rs o
f cla

ssica
l 

m
u
sic th

ereafter. Y
o
u
, th

e in
tellig

en
tsia o

f th
e n

ex
t 

g
e
n
e
ratio

n
, w

ill b
e
 th

o
se

 th
at p

re
se

rve
 th

is g
re

at 

treasu
re o

f W
estern

 cu
ltu

re.“ (W
righ

t 2008)

　
「
あ
な
た
た
ち
は
今
後
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
保
持
者
に
な
る
。
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あ
な
た
た
ち
、
次
世
代
の
知
識
階
級
は
、
西
洋
文
化
の
こ
の
大
き
な

宝
物
を
保
護
す
る
人
に
な
る
。」（
和
訳
筆
者
）

　

無
形
文
化
を
保
護
す
る
に
は
、
こ
の
「
も
う
一
方
の
担
い
手
た
ち
」
を

養
成
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
は
ユ
ネ
ス
コ
の
無

形
文
化
遺
産
条
約
よ
り
半
世
紀
も
先
立
っ
て
、
無
形
文
化
保
護
に
着
手
し

て
い
た
が
、
こ
の
指
摘
は
す
で
に
認
識
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
八
年
に
文

部
省
の
指
示
に
よ
っ
て
、
中
学
校
三
年
か
ら
音
楽
の
授
業
で
邦
楽
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
国
宝
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
開
始
さ
れ
て
か

ら
実
に
四
三
年
後
で
あ
る
。
多
く
の
、
西
洋
音
楽
の
教
育
だ
け
を
受
け
た

教
師
た
ち
は
、
文
部
省
の
方
針
に
困
惑
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ

う
し
た
教
育
が
継
続
的
に
提
供
さ
れ
る
か
、
ま
た
音
楽
教
師
を
養
成
す
る
、

大
学
の
音
楽
教
育
科
で
も
邦
楽
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
、
ま
だ

調
査
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

　

今
の
段
階
で
は
、
こ
の
受
容
の
問
題
に
関
し
て
最
も
期
待
で
き
る
の
は

人
間
国
宝
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
躍
か
ら
、
一
つ
の
例

を
挙
げ
た
い
と
思
う
。
最
近
で
はY

o
u
T
u
b
e

が
重
要
な
「
音
楽
の
場
」
に

な
っ
た
。「
音
楽
を
簡
単
に
ス
ト
リ
ー
ム
す
る
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、

同
じ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
業
で
も
、iT

u
n
es

な
ど
の
間
接
的
な
提
供
者

に
比
べ
て
格
段
に
利
用
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
パ
ソ
コ
ン
で
音
楽
を
、

と
思
っ
た
ら
ま
ずY

o
u
T
u
b
e

で
検
索
す
る
と
い
う
人
も
多
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
日
本
無
形
文
化
もY

o
u
T
u
b
e

で
鑑
賞
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
た
だ
人
間
国
宝
の
動
画
は
か
な
り
少
な
く
、
そ
し
て
そ
の
大

半
は
ク
ォ
リ
テ
ィ
ー
が
乏
し
い
と
か
、
著
作
権
に
関
し
て
曖
昧
だ
っ
た
り

す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
中
で
先
日
、
一
中
節
の
家
元
、
十
二
代
目
都
一
中

が
提
供
し
た
動
画
を
見
つ
け
た
。
筆
者
の
知
る
限
り
、
都
一
中
は
現
在

Y
o
u
T
u
b
e

に
意
図
的
に
進
出
し
た
、
お
そ
ら
く
唯
一
の
人
間
国
宝
で
あ

る
。
邦
楽
の
古
典
曲
は
、
お
さ
ら
い
会
の
よ
う
な
演
奏
形
態
が
普
通
で
あ

る
。
演
奏
家
は
小
さ
な
舞
台
の
上
に
座
り
、
礼
儀
正
し
く
演
奏
す
る
、
と

い
う
の
が
一
般
的
だ
。
一
中
節
の
よ
う
な
浄
瑠
璃
は
、
演
劇
と
の
縁
が
深

く
、
曲
は
よ
く
舞
台
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
た
題
材
か
ら
成
っ
て
い
る
。
お

さ
ら
い
会
自
体
に
は
、
劇
的
な
要
素
は
な
く
、
聴
き
手
が
す
べ
て
を
自
分

で
イ
メ
ー
ジ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
江
戸
文
化
の
知
識
が
あ
ま

り
な
く
、
当
時
の
歌
詞
が
聞
き
慣
れ
て
い
な
い
人
に
と
っ
て
は
イ
メ
ー
ジ

す
る
の
も
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
に
比
べ
て
、
都
一
中
の
動
画
は
、
そ
れ

を
見
る
人
に
い
ろ
い
ろ
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
3
。

　
『
石
橋
（
し
ゃ
っ
き
ょ
う
）』
は
、
能
楽
で
も
歌
舞
伎
で
も
取
り
上
げ
ら

れ
る
題
材
だ
。
平
安
時
代
の
寂
昭
法
師
、
つ
ま
り
大
江
定
基
の
話
で
あ
る
。

古
代
史
を
描
く
多
く
の
舞
台
作
品
と
同
様
、
こ
れ
は
寂
昭
法
師
の
冒
険
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
彼
の
旅
路
で
起
き
た
一
つ
の
出
来
事
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
る
。

　

寂
昭
法
師
は
旅
の
途
中
、
差
し
掛
か
っ
た
石
の
橋
を
渡
ろ
う
と
し
て
、

あ
る
少
年
に
止
め
ら
れ
る
。
少
年
は
、
橋
の
向
こ
う
は
文
殊
菩
薩
の
浄
土

が
あ
り
、
渡
る
の
は
危
な
い
と
警
告
す
る
。
法
師
が
橋
の
側
で
座
っ
て
待

機
し
て
い
る
と
、
頭
を
牡
丹
で
飾
っ
た
獅
子
が
橋
の
向
こ
う
か
ら
や
っ
て

き
て
、
舞
い
を
舞
う
。
獅
子
は
文
殊
菩
薩
の
使
い
な
の
で
、
こ
れ
は
非
常
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に
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。
動
画
の
中
で
は
、
寂
昭
法
師
は
姿
を
現
さ
な

い
が
、
牡
丹
と
獅
子
を
模
し
た
ダ
ン
サ
ー
が
曲
の
題
材
を
暗
示
し
て
い
る
。

『
石
橋
』
の
あ
ら
す
じ
を
よ
く
知
ら
な
く
て
も
、
動
画
は
十
分
鑑
賞
で
き
る
。

演
奏
家
の
パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
絶
妙
な
カ
メ
ラ･

ワ
ー
ク
と
相
ま
っ
て
、

見
る
も
の
を
惹
き
込
む
。
こ
の
『
石
橋
』
は
邦
楽
の
、
動
画
を
意
識
し
た

最
初
の
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク･
ビ
デ
オ
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

今
後
邦
楽
の
新
し
い
受
容
者
を
養
成
す
る
に
は
、
こ
う
し
た
『
石
橋
』

の
よ
う
な
、
メ
デ
ィ
ア
や
ソ
ー
シ
ャ
ル･

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
す
る
フ

ォ
ー
マ
ッ
ト
が
非
常
に
有
効
だ
と
思
う
。
ち
な
み
に
十
二
代
目
都
一
中
は

二
〇
一
五
年
、
特
に
海
外
に
お
け
る
邦
楽
の
紹
介
と
普
及
の
活
躍
に
対
し
、

日
本
芸
術
院
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
本
論
の
ま
と
め
に
進
み
た
い
と
思
う
。
世
界
の
「
無
形
文
化
遺

産
」
と
は
、
非
物
質
の
も
の
で
あ
る
が
、
元
は
「
物
質
の
世
界
遺
産
」
か

ら
誘
導
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
文
化
論
の
コ
ン
セ
プ
ト
と
い
う
よ
り
、
文

化
政
策
の
実
践
と
し
て
今
ま
で
存
在
し
て
き
た
。
近
代
化
と
グ
ロ
ー
バ
ル

化
に
よ
っ
て
世
界
中
に
定
着
し
た
国
民
国
家
制
度
に
お
い
て
、
無
形
文
化

の
提
唱
と
保
護
は
最
も
一
般
的
な
文
化
的
実
践
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
の

よ
う
に
文
化
保
護
に
か
な
り
注
力
し
て
い
る
国
で
す
ら
、
そ
の
実
践
は
経

済
予
算
の
〇
・
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
ほ
ど
で
維
持
が
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し

た
事
実
を
踏
ま
え
、
保
護
が
文
化
に
と
っ
て
普
通
の
、
つ
ま
り
「
自
然
の
」

存
在
形
態
と
し
て
、
今
後
よ
り
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
。

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
文
化
保
護
は
施
し
で
も
延
命
策
で
も
な
く
、

近
・
現
代
に
お
け
る
無
形
文
化
の
あ
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
文
化
保
護
の
責
任
を
政
府
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
に
す
べ
て
負
わ
せ
る
の

は
、
正
し
い
あ
り
方
で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
国
や
文
化
組

織
は
昔
の
メ
セ
ナ
の
役
割
を
半
分
し
か
受
け
継
い
で
い
な
い
。
す
な
わ

ち
、
演
技
、
演
奏
能
力
、
工
芸
技
術
な
ど
「
伝
承
の
保
護
者
と
し
て
の
役

割
」
は
受
け
継
が
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た

も
う
半
分
は
、「
美
意
識
そ
し
て
鑑
賞
能
力
の
育
成
者
」
と
い
う
受
容
の

面
で
の
役
割
で
あ
る
。
こ
れ
は
教
育
機
関
が
担
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
中
学
校
の
邦
楽
教
育
は
そ
の
意
味
で
期
待
で
き
る
し
、
大
学
に
お
い

て
も
、
無
形
文
化
受
容
を
促
す
教
育
が
も
っ
と
取
り
入
れ
ら
れ
る
べ
き
だ

ろ
う
。
初
年
度
か
ら
専
門
教
育
一
直
線
の
ド
イ
ツ
と
違
い
、
日
本
と
ア
メ

リ
カ
で
は
大
学
二
年
ま
で
、
一
般
教
養
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
な
っ
て
い

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
無
形
文
化
の
美
意
識
や
鑑
賞
能
力
は
、
ま
さ
に

知
識
階
級
の
一
般
教
養
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

„W
e are livin

g in
 a m

aterial w
o
rld

“

「
私
た
ち
は
物
質
社
会
に

生
き
て
い
る
」
と
、
マ
ド
ン
ナ
が
一
九
八
四
年
の
ヒ
ッ
ト
曲
《M

aterial 

G
irl

》
で
歌
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
社
会
で
は
物
質
的
な
も
の
、
あ
る
い
は

物
質
化
可
能
な
も
の
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
物
質
化
の
燃
料
」

と
も
言
え
る
貨
幣
が
そ
う
だ
。
情
報
化
社
会
に
お
い
て
も
我
々
は
、
楽
天

や
ア
マ
ゾ
ン
の
登
場
に
よ
っ
て
物
質
社
会
に
ど
っ
ぷ
り
浸
っ
て
い
る
。
し

か
し
充
実
し
た
人
生
の
た
め
に
は
、
折
に
触
れ
美
を
体
験
す
る
こ
と
も
不

可
欠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
美
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
体
験
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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物
質
社
会
に
お
い
て
、
美
の
体
験
も
外
部
化
さ
れ
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。

美
し
い
、
お
い
し
い
、
便
利
な
も
の
を
買
う
こ
と
を
通
し
て
も
、
人
は
一

種
の
美
を
体
験
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ

て
「
消
費
」
を
「
美
体
験
」
と
し
て
習
慣
化
さ
せ
た
こ
と
を
、
物
質
社
会
の

「
業
績
」
と
し
て
賛
美
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
家
が
物
に
あ
ふ
れ
て

も
「
物
足
り
な
さ
」
や
「
空
し
さ
」
を
感
じ
る
人
は
驚
く
ほ
ど
多
い
。「
美
」

と
「
消
費
」
の
交
換
性
は
、
物
質
社
会
に
よ
る
幻
想
な
の
で
あ
る
。
本
当

の
美
を
体
験
し
得
る
人
、
そ
の
受
容
力
を
持
つ
人
は
い
ま
や
減
少
す
る
道

を
た
ど
っ
て
い
る
。
そ
の
能
力
を
護
ら
な
け
れ
ば
無
形
文
化
の
み
な
ら
ず
、

長
き
に
わ
た
り
育
ま
れ
て
き
た
人
間
性
の
根
幹
を
成
す
部
分
が
、
危
機
に

瀕
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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