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１
．
星
の
世
界
に
飛
び
立
つ
準
備 

 
 （

１
）
排
「
Ｓ
Ｆ
的
奇
想
小
説
」
論

　
　

�

精
神
恍
惚
と
し
て
夢
中
に
彷
復
す
る
を
覚
ゆ
已
に
し
て
心
思
高
く
飛
び
軽
く
揚

り
瞬
時
に
し
て
遠
く
蒼
々
茫
々
た
る
天
界
の
中
に
遊
ふ

　

１
８
８
９
年
（
明
治
22
）
12
月
31
日
、
午
後
11
時
に
な
ら
ん
と
す
る
と
き
、
こ
の

不
意
の
事
態
に
襲
わ
れ
た
の
は
、
哲
学
館
館
主
の
井
上
円
了
（
以
下
「
円
了
」
と
も

い
う
）
で
あ
る
。

　

本
稿
が
扱
う
『
星
界
想
遊
記
』（
以
下
、『
星
界
記
』
と
も
い
う
）
は
、
こ
の
と
き

の
「
本
書
は
一
夕
夢
中
に
現
出
し
た
る
空
想
を
叙
述
せ
る
も
の
」
と
し
て
、
翌
１
８

９
０
年
２
月
24
日
に
出
版
さ
れ
た
。

　

今
日
『
星
界
記
』
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
滅
多
に
な
く
、
ま
れ
に
見
る
書
評
は
、

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

�〔
お
化
け
博
士
〕
の
異
名
を
持
つ
、
東
洋
大
学
の
創
始
者
・
井
上
円
了
の
『
星
界

想
遊
記
』（
明
治
二
十
三
年
二
月
・
哲
学
書
院
）
は
、
井
上
自
身
が
夢
の
中
で

「
共
和
界
」「
女
子
会
」「
理
学
界
」
な
ど
五
つ
の
惑
星
を
旅
す
る
と
い
う
、
明
治
期

の
Ｓ
Ｆ
に
は
多
い
パ
タ
ー
ン
だ
が
、
お
化
け
の
話
で
は
な
く
Ｓ
Ｆ
で
あ
る
と
こ
ろ

が
異
色
。「
前
書
き
」
に
よ
れ
ば
、
井
上
が
伊
豆
の
修
善
寺
温
泉
の
宿
屋
で
見
た

夢
を
、
そ
の
ま
ま
小
説
に
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
あ
て
に
な
ら
な
い
。
文
章
が

少
し
く
ど
く
、
若
い
こ
ろ
に
は
、
あ
ま
り
感
心
し
な
か
っ
た
が
再
読
し
た
と
こ
ろ
、

う
ま
く
ツ
ボ
を
押
さ
え
た
作
品
で
評
価
が
変
わ
っ
た
。（
１
）

　

文
中
に
、「
前
書
き
」
に
「
夢
を
そ
の
ま
ま
小
説
に
し
た
」
と
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
よ
う
な
文
言
は
─
─
そ
し
て
「
前
書
き
」
じ
た
い
─
─
本
書
の
ど
こ
に
も
見
当

た
ら
な
い
。
存
在
も
し
な
い
記
述
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
「
あ
て
に
な
ら
な
い
」
と
評
さ
れ

て
も
困
惑
す
る
し
か
な
い
が
、こ
れ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、一
般
に
『
星
界
記
』
へ
の

評
価
は
、
明
治
期
の
Ｓ
Ｆ
的
奇
想
小
説
と
の
前
提
に
た
っ
て
い
る
。
だ
が
、
果
た
し
て

そ
う
か
。

　

ま
ず
『
星
界
記
』
に
は
、
読
者
に
「
面
白
く
」
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
工
夫
が
見
ら
れ

な
い
。
語
り
口
に
妙
味
は
な
く
、
登
場
人
物
に
魅
力
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
さ
ら
に

は
「
異
界
譚
」
に
は
必
須
の
冒
険
的
要
素
は
皆
無
で
、
波
瀾
万
丈
と
も
サ
ス
ペ
ン
ス

と
も
無
縁
で
あ
る
。
ま
た
Ｓ
Ｆ
的
「
奇
想
」
は
─
─
と
り
あ
え
ず
─
─
認
め
る
に

し
て
も
、
そ
れ
を
助
長
な
い
し
強
調
す
る
修
辞
的
フ
ォ
ロ
ー
が
な
い
。
つ
ま
り
、

そ
も
そ
も
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
「
小
説
」
の
体
を
成
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
時
期
の
円
了
は
、
筆
遊
び
に
興
ず
る
ほ
ど
暇
で
は
な
か
っ
た
。

１
８
８
９
年
６
月
、
最
初
の
海
外
視
察
か
ら
戻
っ
た
円
了
は
翌
７
月
に
「
哲
学
館

改
良
ノ
目
的
ニ
関
シ
テ
意
見
」
を
発
し
、
８
月
に
は
「
哲
学
館
将
来
ノ
目
的
」
と
し
て

「
日
本
主
義
」
の
大
学
設
立
を
発
表
、
新
校
舎
の
建
築
に
も
着
手
し
た
。
実
家
の
寺
を

継
が
な
い
決
意
も
、
こ
の
時
期
に
明
ら
か
に
し
た
。
９
月
に
は
「
天
災
」
に
よ
っ
て

建
設
中
の
新
校
舎
が
倒
壊
す
る
が
、
す
ぐ
さ
ま
再
建
に
着
手
し
11
月
に
落
成
・
開
館

を
果
た
す
。
翌
１
８
９
０
年
に
は
、
教
員
試
験
無
試
験
検
定
の
認
定
を
文
部
省
に

申
請
し
（
３
月
）、
新
校
舎
で
の
哲
学
館
の
講
義
の
準
備
、
講
義
録
の
発
行
に
も
注
力

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
円
了
生
涯
の
取
り
組
み
と
な
る「
全
国
巡
講
」の
ス
タ
ー
ト
も
、

こ
の
年
で
あ
る
（
11
月
）。
さ
ら
に
円
了
の
主
著
と
さ
れ
る
『
仏
教
活
論
本
論
』
の

『
第
二
編
顕
正
活
論
』
も
、
こ
の
年
の
出
版
だ
（
９
月
）。『
第
一
編
』
か
ら
３
年
半

経
過
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
１
８
８
９
、
９
０
年
あ
た
り
の
円
了
の
多
忙
ぶ
り
が

窺
え
る
。
年
末
年
始
の
修
善
寺
で
の
静
養
も
、
そ
の
激
務
に
よ
る
疲
れ
の
癒
や
し
が

目
的
だ
っ
た
。
時
間
的
に
も
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
、
夢
の
話
を
戯
作
に
す
る

余
裕
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
星
界
記
』
は
単
な
る
夢
の
記
録
で
も
、
小
説
で
も
戯
文
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん

円
了
の
著
書
と
し
て
多
く
残
さ
れ
て
い
る
教
科
書
で
も
講
話
集
で
も
な
い
。

 

（
２
）
井
上
円
了
の
「
国
家
構
想
書
」

　

何
よ
り
、『
星
界
記
』
は
円
了
の
メ
モ
で
も
私
家
版
で
も
な
い
。
よ
り
普
及
せ
ん
が

た
め
の
広
告
ま
で
出
さ
れ
た
一
般
公
刊
物
で
、
し
か
も
「
体
験
」
か
ら
わ
ず
か
２
ヶ
月

足
ら
ず
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
推
せ
ば
、
円
了
は
夢
想
中
の
「
体
験
」
を
、

そ
の
ま
ま
、
速
や
か
に
、
多
く
の
人
と
共
有
し
た
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
先
の
書
評

の
よ
う
に
「
文
章
が
く
ど
く
」
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
円
了
の
「
体
験
」
を
そ
の

ま
ま
受
け
容
れ
、「
共
感
」
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
書
か
れ
た
せ
い
で
は
な
い
か
。

軽
く
読
み
流
さ
れ
た
り
、
逆
に
勝
手
に
想
像
の
翼
を
広
げ
ら
れ
た
り
し
な
い
よ
う
に
。

こ
の
書
の
執
筆
意
図
が
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
最
も
類
似
す
る

ジ
ャ
ン
ル
は
（
小
説
や
戯
作
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
）「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
な
い
し
は

「
国
家
構
想
書
」
で
あ
る
。

　

タ
イ
ミ
ン
グ
に
も
留
意
し
た
い
。
円
了
が
夢
中
に
現
出
し
た
る
空
想
を
体
験
し
、

こ
れ
を
『
星
界
記
』
と
し
て
世
に
問
う
た
の
は
、
憲
法
が
発
布
さ
れ
、
衆
議
院
選
挙

が
行
わ
れ
、
国
会
が
開
設
さ
れ
て
、
制
限
的
と
は
言
え
民
衆
が
初
め
て
国
政
に
参
与

で
き
る
仕
組
み
の
整
っ
た
、
日
本
史
上
画
期
の
時
期
で
あ
っ
た
。
仏
教
僧
侶
ゆ
え
に

被
選
挙
権
を
持
た
な
い
円
了
に
と
っ
て
、
国
家
の
あ
り
方
に
関
わ
る
政
治
的
な
所
信

表
明
の
手
段
は
、
著
述
と
講
演
（
講
義
）
し
か
な
か
っ
た
。
百
姓
（
民
衆
）
的
学
者
を

自
任
す
る
円
了
は
、
自
ら
の
国
家
構
想
を
上
か
ら
目
線
の
啓
蒙
書
で
は
な
く
、
民
衆

が
一
言
一
句
を
直
ち
に
実
行
で
き
る
よ
う
に
「
通
俗
化
」
し
て
伝
え
た
の
で
あ
る
。

後
か
ら
見
れ
ば
、
Ｓ
Ｆ
的
奇
想
小
説
と
し
か
思
え
な
い
ほ
ど
、
か
み
砕
い
て
。

　

こ
の
あ
た
り
の
詳
説
は
後
に
回
し
て
、
こ
の
書
を
め
ぐ
る
全
体
の
枠
組
み
だ
け
を

簡
単
に
ト
レ
ー
ス
し
た
後
、『
星
界
記
』
を
（
Ｓ
Ｆ
的
奇
想
小
説
と
誤
読
し
な
い
よ
う
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に
気
を
つ
け
な
が
ら
）
読
み
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

１
８
８
６
年（
明
治
20
）に
発
出
さ
れ
た
円
了
の「
建
国
宣
言
」（『
仏
教
活
論
序
論
』）

は
、
１
８
９
３
年
の
「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」（『
妖
怪
学
講
義
緒
言
』）
で
実
施
手
順
が

示
さ
れ
、
１
９
０
２
年
の
『
勅
語
玄
義
』
に
規
定
さ
れ
る
主
権
者
（
臣
民
）
に
よ
っ
て
、

本
格
的
な
国
家
づ
く
り
が
展
開
さ
れ
て
い
く
「
手
は
ず
」
と
な
っ
て
い
た
。
行
く
手

を
阻
む
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
既
存
権
力
す
な
わ
ち
明
治
政
府
で
、
円
了
は
そ
の

力
を
反
転
逆
用
す
る
「
通
俗
化
」
の
実
践
で
対
抗
す
る
が
、
力
づ
く
の
「
哲
学
館
事
件
」

（
１
９
０
２
年
）
に
捻
じ
伏
せ
ら
れ
、
基
本
コ
ン
セ
プ
ト
は
維
持
す
る
も
の
の
、
一
定

の
方
針
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
円
了
の
才
を
も
っ
て
も
予
期
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
、
明
治
か
ら
大
正
へ

と
「
御
代
」
が
交
代
す
る
。「
明
治
維
新
の
大
成
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
明
治
の
終
焉

に
よ
っ
て
「
死
語
」
と
化
し
、
台
頭
す
る
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
凌
駕
さ
れ
る
。

１
８
８
６
年
か
ら
93
年
の
間
に
提
起
さ
れ
た
は
ず
の
「
国
家
構
想
」
は
、
創
唱
者
・

円
了
の
死
に
よ
っ
て
、
何
の
フ
ォ
ロ
ー
も
さ
れ
な
い
ま
ま
自
著
の
中
に
埋
没
し
、
終

に
は
不
本
意
に
も
「
Ｓ
Ｆ
的
奇
想
小
説
」
な
ど
と
評
さ
れ
て
、
１
０
０
年
に
数
回
の

頻
度
で
し
か
人
々
の
口
の
端
に
上
ら
な
く
な
っ
た
。

　

こ
の
不
運
か
つ
悲
し
い
運
命
を
た
ど
っ
た
円
了
の
著
述
こ
そ
、『
星
界
想
遊
記
』

で
あ
る
。

 

２
．
よ
う
や
く
、
５
つ
の
「
星
界
」
へ 

 
 （

１
）
共
和
界
│
│
民
主
社
会
│
│

　

想
像
子
─
─
す
な
わ
ち
円
了
─
─
が
最
初
に
訪
れ
た
「
星
界
」
は
、
国
土
の
様
相

こ
そ
日
本
と
「
同
一
な
る
も
社
会
万
般
の
風
俗
人
情
に
至
り
て
は
大
に
其
趣
を
異
に
」

す
る
こ
と
が
「
一
目
し
て
知
る
」
よ
う
な
「
別
天
地
」
で
あ
っ
た
。「
風
俗
の
異
な
る

要
点
」
は
、
男
女
の
「
同
等
同
権
の
主
義
」
が
極
度
に
進
展
し
た
「
純
然
た
る
男
女

共
和
独
立
の
国
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
国
に
は
婚
姻
の
風
習
が
な
く
、
男
女
は
完
全
別
居
状
態
で
暮
ら
し
て
い
る
。

「
若
し
故
あ
り
て
懐
妊
す
る
と
き
は
必
す
産
院
に
入
り
て
分
身
」
し
、
併
設
の
「
育
児

院
」
で
４
～
５
週
間
養
育
す
る
と
自
宅
に
戻
り
、
以
後
「
其
児
を
見
る
」
こ
と
は

許
さ
れ
な
い
。「
其
当
日
よ
り
両
人
の
間
に
全
く
親
子
の
縁
を
絶
ち
児
は
生
れ
な
が
ら

孤
独
の
身
と
な
り
終
身
其
父
母
の
誰
な
る
を
知
」
る
こ
と
は
な
い
。
子
は
「
男
女
の

別
な
く
皆
」
小
学
・
中
学
の
教
育
課
程
を
終
え
る
と
「
成
人
」
と
見
做
さ
れ
、
一
定

の
職
業
に
就
く
。「
産
院
育
児
院
小
学
中
学
」
は
、
政
府
に
よ
っ
て
「
一
町
一
村
毎
に
」

設
置
さ
れ
、
そ
の
経
費
は
「
皆
国
民
の
租
税
よ
り
支
出
」
さ
れ
る
。
税
制
は
〈
人
頭
税
〉

で
、「
二
十
歳
よ
り
五
十
歳
に
至
る
も
の
あ
れ
は
男
女
を
論
せ
す
人
頭
に
応
し
て
此
税

を
賦
課
す
る
規
則
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

想
像
子
は
「
人
の
刻
苦
勉
励
し
て
職
業
を
守
り
資
産
を
作
る
」
の
は
、
子
孫
や
親
族

が
あ
る
か
ら
こ
そ
で
は
な
い
か
と
の
不
審
を
抱
く
が
、
そ
の
国
の
「
一
人
」
は
次
の

よ
う
に
笑
い
飛
ば
す
。

　
　

�

人
若
し
子
孫
家
族
の
係
累
な
き
と
き
は
始
め
て
自
利
自
愛
の
私
情
を
脱
し
て

社
会
公
衆
の
為
め
に
其
力
を
盡
さ
ん
と
す
る
に
至
る
へ
し

　

子
孫
が
な
け
れ
ば
、
人
に
は
社
会
し
か
残
ら
な
い
。
父
母
・
夫
婦
・
兄
弟
・
子
孫

へ
の
愛
情
は
社
会
が
代
替
し
、「
是
に
於
て
始
め
て
人
皆
公
益
を
計
り
正
道
を
守
る
に

至
る
」
と
言
う
。
自
愛
の
念
さ
え
あ
れ
ば
、
自
ら
の
た
め
に
身
を
立
て
名
を
上
げ
る

挙
げ
る
気
持
ち
が
湧
く
、
係
累
が
あ
れ
ば
か
え
っ
て
依
存
心
が
生
じ
「
独
立
進
取
の

気
風
を
減
」
す
る
と
言
う
。

　

さ
ら
に
、
精
神
論
・
道
徳
論
ば
か
り
か
、
こ
の
国
に
は
「
自
然
に
人
を
奨
励
し
て

財
産
を
作
ら
し
む
る
方
法
」
が
あ
っ
た
。「
国
民
の
死
す
る
と
き
に
は
其
葬
祭
盡
く

政
府
の
手
に
て
執
行
」し
、
死
者
の
遺
産
の
多
寡
に
応
じ
て「
葬
祭
の
取
扱
を
異
に
す
」

る
。巨
額
の
財
産
を
残
し
た
者
は
公
園
に
像
が
安
置
さ
れ
、市
街
に
廟
が
建
て
ら
れ
る
。

遺
産
は
全
て
政
府
が
没
収
し
、産
院
・
育
児
院
・
小
中
学
校
の
建
設
等
に
充
て
ら
れ
る
。

一
方
、
無
産
の
者
の
死
体
は
水
中
に
投
じ
ら
れ
、
葬
儀
も
行
わ
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な

「
規
則
」
が
あ
る
か
ら
「
決
し
て
人
を
し
て
財
産
を
作
る
の
念
絶
た
し
め
す
し
て
却
て

策
励
の
功
あ
り
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

　

そ
の
経
緯
を
辿
る
と
、「
百
般
の
制
度
風
俗
皆
共
和
主
義
を
以
て
組
織
す
る
に
至
り

其
極
」
み
に
お
い
て
、「
私
有
財
産
は
共
和
の
主
義
に
及
す
る
の
説
」
が
起
こ
り
、

財
産
共
有
の
法
律
が
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
「
財
産
共
有
な
れ
ば
夫
婦
も
ま
た
共
有

な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
の
説
」
が
起
こ
っ
て
男
女
別
居
制
を
採
る
に
至
っ
た
。
後
に

「
経
験
上
財
産
共
有
は
人
を
し
て
遊
惰
自
暴
に
陥
ら
し
む
る
弊
」
の
あ
る
こ
と
が
判
明

し
、
私
有
財
産
制
に
復
旧
し
た
が
、
両
性
平
等
思
想
に
基
づ
く
男
女
別
居
は
「
自
由

適
意
に
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
得
る
利
便
あ
り〔
…
〕子
孫
を
養
育
す
る
義
務
な
き

を
以
て
〔
…
〕
社
会
を
念
ひ
国
家
を
愛
す
る
心
情
自
然
に
発
達
す
る
益
あ
り
〔
…
〕

進
取
の
気
風
増
長
す
る
益
」
も
あ
り
、
本
制
度
施
行
後
は
「
国
勢
日
に
月
に
振
興
し

今
日
の
隆
運
を
見
る
に
至
」
っ
た
、
と
胸
を
張
る
。

　

想
像
子
は
、
男
女
別
居
は
と
も
か
く
「
共
和
独
立
主
義
〔
…
〕
は
我
地
球
上
に
も

其
例
を
見
る
所
に
し
て
余
輩
も
全
く
賛
成
の
意
な
き
に
あ
ら
す
」
と
心
を
動
か
し

か
け
る
が
、「
政
府
の
法
律
如
何
」
と
最
後
の
問
い
を
投
げ
か
け
る
。

　
　

�

此
国
は
政
府
を
以
て
社
会
を
代
表
す
る
も
の
と
し
之
を
我
人
の
父
母
と
し
又

我
人
の
子
孫
と
し
我
人
は
固
く
其
命
令
を
守
る
へ
き
義
務
を
有
す
る
を
以
て

其
法
律
は
却
て
厳
に
し
て
且
つ
瑣
な
る
方
な
り

　

こ
れ
を
聞
い
て
、
想
像
子
は
「
此
国
の
如
き
純
然
た
る
共
和
国
な
り
と
云
ふ
も

猶
ほ
政
治
の
圧
制
を
免
か
る
ゝ
る
こ
と
能
は
す
」
か
と
嘆
き
、「
余
か
永
住
す
へ
き

地
に
あ
ら
ず
」
と
こ
の
国
を
離
れ
、「
政
府
な
き
国
」
を
目
指
す
の
で
あ
っ
た
。

 （
２
）
商
法
界
│
│
自
由
社
会
│
│

　

つ
ぎ
に
訪
れ
た
国
は
、
市
街
で
「
車
馬
の
来
往
織
る
が
如
く
人
民
の
奔
走
狂
す
る

が
如
く
商
業
貿
易
の
盛
ん
な
る
実
況
は
一
目
し
て
知
る
べ
し
」
の
、
こ
れ
ま
た
日
本

と
は
「
別
社
会
」
の
景
況
を
呈
す
る
「
星
界
」
で
あ
っ
た
。

　

市
中
の
路
傍
に
は
、「
高
机
に
対
し
て
人
を
待
つ
が
如
き
〔
…
〕
売
卜
者
に
似
た
」

人
が
少
な
か
ら
ず
い
た
。
想
像
子
は
「
其
一
人
」
を
つ
か
ま
え
て
、
こ
の
国
の
政
体

を
問
う
。

　
　

�

此
国
に
は
政
府
な
し
豈
政
体
あ
ら
ん
や
。
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次
に
統
治
の
仕
組
み
を
問
う
と
「
此
国
に
政
体
な
し
豈
統
御
の
法
あ
ら
ん
や
」
と

言
い
、
さ
ら
に
「
抑
此
国
は
政
府
な
く
法
律
な
く
租
税
な
く
君
臣
上
下
の
別
な
く

国
会
議
員
の
設
け
な
く
裁
判
賞
罰
の
法
な
く
人
民
皆
純
然
た
る
共
和
独
立
に
し
て

自
裁
自
治
の
風
習
あ
り
」
と
続
け
る
。

　

で
は
「
此
国
は
万
事
万
物
皆
共
同
所
有
」
で
財
産
を
め
ぐ
る
争
論
と
は
無
縁
か
と

い
う
と
、
そ
う
で
は
な
く
「
私
有
の
土
地
あ
り
私
有
の
家
屋
あ
り
」
で
、「
人
と
人

と
の
間
に
分
界
制
限
の
判
然
と
せ
さ
る
」
な
ど
「
紛
議
を
生
す
る
と
き
」
は
あ
る
。

そ
の
と
き
「
之
を
決
す
る
法
唯
一
あ
り
」
と
言
う
。「
其
一
と
は
」
と
問
う
想
像
子
に
、

次
の
よ
う
な
答
え
が
返
る
。

　
　

�

運
を
天
に
決
す
る
と
是
こ
れ
な
り
。

　

各
町
村
に
「
決
運
館
」
と
呼
ば
れ
る
施
設
が
あ
り
、
紛
争
が
生
じ
る
と
、
そ
こ
に

置
か
れ
た
─
─
日
本
の
卜
筮
に
似
た
─
─
「
決
運
器
」
に
よ
っ
て
、
白
黒
を
決
す
る
。

決
運
器
が
出
す
結
果
は
絶
対
で
再
決
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
人
民
間
の
裁
判
を
行
う

施
設
器
機
も
民
営
で
、「
是
れ
皆
商
法
の
組
織
に
よ
る
も
の
に
し
て
決
し
て
其
費
用
を

他
人
に
賦
課
す
る
等
の
こ
と
」
は
な
く
、
紛
争
当
事
者
か
ら
の
手
数
料
で
運
営
さ
れ

て
い
る
。

　

し
か
し
、
民
事
は
と
も
か
く
「
盗
賊
、
凶
徒
の
類
は
如
何
し
て
処
分
す
る
」
の
か
。

こ
れ
は
余
計
な
心
配
で
「
是
等
の
徒
〔
…
〕
殆
ん
ど
皆
無
」
で
あ
る
。「
世
の
進
歩

に
従
ひ
人
皆
永
遠
間
接
の
利
害
損
益
を
識
量
し
一
時
の
小
利
小
欲
に
着
目
せ
ざ
る
」

か
ら
、「
悪
徒
自
然
に
減
し
て
道
徳
自
然
に
起
る
」
の
で
あ
る
。
も
し
「
万
一
此
の

如
き
徒
あ
る
節
は
〔
…
〕
商
法
会
社
あ
り
て
〔
…
〕
相
当
の
金
を
払
は
ゞ
」
探
偵
や

捕
縛
の
依
頼
に
応
じ
て
く
れ
る
が
、
そ
う
い
う
大
き
な
悪
事
は
稀
で
あ
る
。
た
い
て
い

の
「
小
盗
小
賊
の
類
は
之
を
新
聞
上
に
掲
示
す
る
」
だ
け
で
収
ま
る
と
言
う
。
な
ぜ

な
ら
、「
此
国
は
商
法
国
に
し
て
人
々
の
信
用
を
重
ん
す
る
風
習
あ
り
て
人
一
た
び

信
用
を
失
へ
は
再
び
世
間
に
立
つ
こ
と
難
し
」
く
、
し
た
が
っ
て
信
用
の
失
墜
は

刑
罰
以
上
に
社
会
的
致
命
傷
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

想
像
子
は
「
実
に
極
楽
世
界
な
り
」
と
賞
賛
し
、「
我
国
土
の
ご
と
き
は
政
治
密
に

し
て
法
律
厳
な
る
も
罪
人
悪
徒
徒
唯
日
を
逐
ひ
て
加
は
る
の
み
〔
…
〕
い
ま
だ
地
獄

世
界
」
だ
と
嘆
く
。
答
え
る
こ
の
国
の
「
一
人
」
は
、「
是
れ
未
だ
経
歴
の
足
ら
さ
る

の
み
」
と
慰
め
て
、
政
府
な
き
法
律
な
き
国
の
建
国
経
緯
を
、
さ
ら
に
詳
し
く
説
明

す
る
。

　
「
建
国
以
后
久
く
君
主
政
体
な
り
し
も
中
古
一
変
し
て
貴
族
政
体
と
な
り
再
変
し
て

共
和
政
体
と
な
り
」、
そ
の
後
も
君
主
政
・
貴
族
政
・
共
和
政
の
変
遷
が
繰
り
返
さ

れ
た
。
つ
ま
り
君
主
の
擅
制
（
君
主
政
）
か
ら
功
臣
に
よ
る
門
閥
政
府
（
貴
族
政
）

へ
と
威
権
が
移
っ
た
が
、
民
権
が
強
く
な
っ
て
功
臣
政
府
は
転
覆
、
人
民
政
府
（
共
和

政
）
と
な
っ
た
。
し
か
し
次
第
に
貧
富
の
差
が
拡
大
し
て
社
会
的
階
級
が
生
じ
る
と
、

富
有
者
層
に
よ
る
権
力
集
中
（
貴
族
政
）
が
な
さ
れ
、
や
が
て
最
も
富
裕
な
者
が

全
権
を
掌
握
（
君
主
政
）
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
後
「
同
一
の
事
情
に
際
会
し
て

同
一
の
政
体
を
反
復
す
る
の
み
」
と
な
っ
た
。「
是
に
於
て
一
大
新
論
の
民
間
に
起
」

こ
っ
た
。
君
主
政
・
貴
族
政
・
共
和
政
の
い
ず
れ
も
、
国
家
の
平
穏
を
維
持
で
き
な
い
。

こ
れ
は
政
治
の
目
的
に
反
す
る
。
世
間
一
般
の
評
価
は
共
和
政
が
最
も
理
に
か
な
っ
た

政
体
だ
と
す
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
か
。
単
な
る
多
数
決
の
政
治
制
度
で
は
な
い
か
。

「
多
数
の
論
果
た
し
て
正
理
な
る
や
正
理
は
都
て
少
数
中
に
存
す
る
に
あ
ら
ず
や
若
し

然
ら
ば
正
理
は
如
何
な
る
政
体
を
用
ふ
る
も
到
底
達
し
得
べ
き
者
に
あ
ら
さ
る
こ
と

明
」
ら
か
で
あ
る
。「
国
安
を
保
つ
」
こ
と
も
で
き
ず
、「
正
理
に
達
す
る
」
こ
と
も

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
、「
政
府
其
物
を
廃
し
法
律
其
物
を
廃
し
天
命
天
運
を

も
っ
て
社
会
の
政
府
法
律
と
」
し
よ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
第
一
に
費
用
を
要
せ
す

第
二
に
時
日
を
要
せ
す
第
三
に
役
員
を
要
せ
す
第
四
に
誰
人
に
て
も
平
易
に
実
行

す
る
こ
と
を
得
て
社
会
の
実
業
商
法
必
す
大
に
興
り
富
国
の
目
的
速
や
か
に
達
す
る
」

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
世
論
が
革
命
を
引
き
起
こ
し
、
35
万
２
５
０
０
年
前
、

政
府
な
き
法
律
な
き
「
無
政
府
の
政
体
」
が
樹
立
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

当
初
の
時
点
で
は
「
多
少
政
府
の
如
き
性
質
を
有
」
す
る
「
決
運
庁
」
が
中
央
に
も

地
方
に
も
置
か
れ
た
が
、「
次
第
に
変
遷
し
て
商
法
主
義
に
よ
り
て
組
織
す
る
所
と

な
り
今
日
に
至
り
て
は
全
く
政
府
の
性
質
を
有
せ
さ
る
」
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

民
間
の
争
論
は
決
運
館
で
片
が
つ
く
と
し
て
も
「
一
国
全
体
の
興
廃
に
関
し
て
大

問
題
起
る
時
」
あ
る
い
は
「
国
際
に
争
論
の
起
り
た
る
と
き
」
は
、
ど
う
対
応
す
る

の
か
。「
今
日
の
人
民
は
各
独
立
共
和
自
治
自
採
の
風
習
な
れ
ば
一
国
全
体
の
問
題

の
起
る
こ
と
」
は
な
く
、
ま
た
「
此
国
に
於
て
一
た
び
政
体
を
廃
し
て
よ
り
四
隣
の

諸
邦
皆
其
法
の
簡
便
な
る
を
賛
成
し
各
国
と
も
一
時
に
大
革
命
あ
り
て
政
府
を
廃
し

法
律
を
廃
し
其
後
諸
国
共
和
し
て
一
国
と
な
り
今
日
に
て
は
全
く
内
国
外
国
の
区
別
」

が
な
い
。
内
外
の
区
別
は
商
取
引
や
貿
易
に
支
障
来
た
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
商
法

盛
ん
な
れ
ば
自
然
の
勢
ひ
諸
国
共
同
せ
さ
る
を
得
」
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
35
万
年
余
も
の
間「
よ
く
国
家
無
事
に
経
過
し
た
」も
の
で
あ
る
。

「
一
人
」
は
答
え
る
。
内
乱
や
擾
乱
が
起
こ
る
原
因
は
、
商
法
主
義
の
経
験
が
不
足

し
て
い
る
か
ら
だ
。「
一
刻
千
金
を
争
ふ
商
業
繁
昌
の
社
会
に
は
何
そ
争
論
紛
擾
に

時
日
を
費
す
暇
あ
ら
ん
や
」
と
言
い
、
次
の
よ
う
に
断
言
す
る
。

　
　

�

貴
国
〔
…
〕
今
よ
り
少
な
く
も
百
万
年
の
経
験
を
積
ま
ば
必
す
此
国
の
如
く
無

政
体
と
な
る
べ
し
。

　

戸
籍
調
査
も
統
計
も
、「
人
名
調
、
逃
亡
調
、
盗
賊
探
偵
、
罪
人
捕
縛
等
」
の

い
ず
れ
も
、
民
間
会
社
が
「
相
応
の
金
を
取
り
て
人
の
依
頼
に
応
す
る
」
と
聞
い
て
、

想
像
子
は
ふ
と
疑
問
に
捕
わ
れ
る
。「
産
婚
葬
祭
等
は
此
国
に
て
は
如
何
な
る
儀
式
を

用
ふ
る
」
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
こ
う
で
あ
る
。

　
　

�

全
く
此
等
の
儀
式
な
し
〔
…
〕
虚
礼
を
去
り
て
実
業
を
重
ん
す
る
社
会
と
な
り

殊
更
に
産
婚
を
祝
す
る
の
無
益
な
る
を
知
り〔
…
〕
死
し
た
る
も
の
は
再
ひ
帰
る

望
み
な
け
れ
ば
葬
祭
を
営
む
の
無
益
な
る
を
知
り
て
亦
之
を
廃
せ
り
。

　

死
体
は
海
辺
で
あ
れ
ば
海
に
捨
て
、
山
中
な
ら
ば
地
に
埋
め
て
、
親
戚
知
人
に

通
知
も
せ
ず
、
た
だ
新
聞
に
死
亡
の
広
告
を
出
す
の
み
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は

あ
ま
り
に
簡
略
す
ぎ
て
人
情
に
反
す
る
と
抗
す
る
想
像
子
に
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い

と
「
一
人
」
は
認
め
つ
つ
も
「
貴
国
も
是
れ
よ
り
数
百
万
年
を
経
過
し
て
実
業
大
に

興
り
商
法
大
に
盛
ん
な
る
に
至
ら
ば
必
ず
之
と
同
一
の
風
習
を
見
る
の
日
あ
る
べ
し
」

と
決
め
つ
け
る
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
想
像
子
は「
余
政
府
な
き
国
に
遊
ば
ん
こ
と
を
望
む
や
久
し
」い
が
、

こ
の
国
の
社
会
の
風
習
は
あ
ま
り
に
も
人
情
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
。「
是
れ
余
か

永
住
す
べ
き
地
に
あ
ら
す
」
と
「
商
法
界
」
を
離
れ
、
礼
節
あ
る
「
君
子
国
」
を

め
ざ
す
の
で
あ
る
。

 （
３
）
女
子
界
│
│
平
等
社
会
│
│

　

想
像
子
が
訪
れ
た
第
三
の
星
界
は
「
女
尊
子
」
に
支
配
さ
れ
た
国
だ
っ
た
。
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国
情
を
訊
い
た
相
手
は
、
店
頭
に
い
た
「
一
婦
人
」
で
あ
る
。
彼
女
は
帳
簿
を
前
に

置
き
な
が
ら
、
こ
の
国
の
政
体
は
「
君
主
政
治
な
れ
と
も
君
主
は
世
襲
に
非
す
〔
…
〕

此
国
の
風
習
大
に
女
子
を
尊
崇
し
て
之
を
呼
ふ
に
尊
の
字
を
加
え
女
尊
若
く
は
女

尊
子
と
云
ふ
」
と
教
え
た
。「
婦
人
」
の
説
明
よ
る
と
、
こ
の
国
の
政
治
体
制
は
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

　

女
尊
子
の
下
に
総
理
大
臣
級
の
「
総
老
」
が
お
り
、
大
臣
級
の
「
老
官
」
50
名
を

束
ね
て
い
る
。「
老
官
」
の
下
位
に
は
、
順
に
「
親
官
」（
５
０
０
名
）・「
近
官
」

（
１
万
人
）・「
遠
官
」（
10
万
人
）
と
い
っ
た
官
僚
が
い
る
。
女
尊
子
が
逝
去
す
る
と
、

替
わ
っ
て
総
老
が
そ
の
地
位
に
就
く
。「
総
老
」
不
在
の
場
合
は
、
老
官
中
で
在
職

期
間
の
最
も
長
い
も
の
が
充
て
ら
れ
る
。
老
官
の
欠
員
は
親
官
か
ら
補
充
さ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
女
尊
子
と
な
り
得
る
総
老
・
老
官
・
親
官
は
、
い
ず
れ
も
女
性
で

あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
「
官
吏
教
員
は
女
子
に
限
る
〔
…
〕
一
国
の
政
権
は
全
く
女

子
の
特
有
す
る
と
こ
ろ
」
で
、「
医
師
、
会
社
の
事
務
員
、
戸
主
、
戸
長
に
至
る
ま
て

亦
皆
女
子
に
限
」
ら
れ
て
い
る
。
男
性
は
「
製
産
工
業
等
筋
力
を
要
す
る
事
業
に
就
」

き
、「
政
府
に
て
男
子
を
用
ふ
る
は
兵
卒
巡
査
小
使
給
仕
等
の
み
」
で
、「
兵
卒
巡
査
の

長
官
は
亦
女
子
」
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
女
子
は
一
般
に
学
問
に
明
か

に
し
て
事
理
に
通
達
し
才
あ
り
能
あ
り
男
子
の
上
に
立
ち
て
よ
く
こ
れ
を
指
揮
し
」

得
る
か
ら
で
、
こ
れ
に
対
し
て
男
性
は
「
無
学
無
知
に
し
て
世
情
に
通
せ
ざ
る
も
の
」

で
あ
る
。

　

男
性
の
一
人
で
あ
る
想
像
子
は
反
論
す
る
。
女
性
が
上
位
に
立
っ
て
、
男
性
を

使
役
に
服
さ
せ
る
の
は
「
天
理
に
齟
齬
す
る
所
あ
る
の
疑
」
い
が
あ
る
。「
婦
人
」
は

動
じ
な
い
。「
貴
国
の
男
女
は
如
何
な
る
体
性
を
天
然
に
具
す
る
か
」
は
知
ら
な
い
が
、

こ
の
国
の
「
女
子
は
其
筋
骨
生
来
柔
弱
に
し
て
男
子
は
堅
強
」
で
あ
る
か
ら
、「
堅
強

な
る
も
の
が
力
役
労
働
に
就
き
柔
弱
な
る
も
の
は
政
治
教
学
に
従
」
う
ま
で
で
、こ
れ

に
反
す
る
こ
と
こ
そ
「
天
理
に
反
す
る
も
の
な
り
」
と
、
逆
捩
じ
を
食
ら
わ
せ
る
。

想
像
子
は
諦
め
な
い
。「
女
子
は
体
質
一
般
に
柔
弱
な
る
を
以
て
思
想
も
ま
た
柔
弱
」

で
あ
り
、
か
つ
懐
妊
と
育
児
の
義
務
が
あ
る
か
ら
、
政
治
上
の
激
務
に
耐
え
ら
れ

な
い
の
で
は
な
い
か
。「
婦
人
」
は
「
貴
国
の
事
情
を
知
ら
さ
れ
は
」
断
言
で
き
な
い

が
と
言
葉
を
矯
め
て
、
こ
の
国
で
は
「
思
想
に
富
め
る
も
の
ほ
ど
体
質
柔
弱
に
し
て

体
質
の
堅
強
な
る
も
の
ほ
ど
知
力
に
乏
し
き
を
見
る
貴
国
に
て
は
農
夫
に
し
て
田
野

に
力
耕
す
る
も
の
と
学
者
に
し
て
政
治
に
従
事
す
る
も
の
と
孰
れ
か
体
質
筋
骨
強
壮

な
る
や
」
と
詰
め
寄
る
。

　

つ
い
に
想
像
子
は
白
旗
を
揚
げ
る
の
だ
が
、「
婦
人
」
は
「
能
力
と
体
力
と
は
一
致

せ
さ
る
こ
と
明
か
な
り
」
と
駄
目
を
押
し
、
懐
妊
問
題
に
つ
い
て
は
「
懐
妊
の
年
齢

は
大
抵
限
り
あ
」
る
と
言
い
、「
此
国
に
て
は
三
十
歳
よ
り
八
十
歳
の
間
五
十
年
間
を

懐
妊
時
期
と
」
し
、
女
子
が
職
務
に
就
く
の
は
80
歳
以
降
、
修
学
は
30
歳
以
前
で
あ
る

か
ら
、
毫
も
懐
妊
の
影
響
は
な
い
と
主
張
す
る
。
女
性
上
位
の
国
は
ま
た
、
人
民
の

平
均
寿
命
が
「
百
五
十
年
と
二
百
年
の
間
な
り
」
と
い
う
、
長
寿
の
国
で
も
あ
っ
た

の
だ
。

　

さ
ら
に
「
婦
人
」
は
続
け
る
。
想
像
子
の
国
で
女
性
の
学
問
活
用
能
力
が
男
性
に

及
ば
な
い
の
は
、「
貴
国
は
開
闢
以
来
今
日
に
至
る
ま
て
男
女
の
方
向
を
誤
り
た
る
」

結
果
で
は
な
い
か
。「
野
蛮
時
代
に
在
り
て
腕
力
競
争
の
盛
ん
な
る
に
当
り
て
や
男
子

の
如
き
筋
骨
の
強
き
も
の
上
位
に
立
ち
て
女
子
を
抑
制
す
る
は
自
然
の
勢
」
だ
が
、

「
文
明
進
歩
し
道
理
競
争
世
に
行
は
る
ゝ
に
至
れ
は
」
女
性
が
国
政
を
執
る
の
が
理
に

か
な
っ
て
い
る
。「
貴
国
に
て
男
子
政
権
を
握
る
は
其
未
た
文
明
に
至
ら
さ
る
実
証

な
り
」
と
嘲
笑
す
る
。

　

想
像
子
は
問
う
。
で
は
、
女
性
が
国
政
の
全
権
を
掌
握
す
る
こ
と
で
、
国
家
に
ど
れ

ほ
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
生
じ
る
の
か
。「
婦
人
」
の
答
え
は
簡
明
で
あ
る
。「
そ
の
益
甚
た

多
し
貴
国
若
し
開
国
以
来
政
教
の
全
権
を
女
子
に
委
す
る
」
こ
と
を
し
て
い
れ
ば
、

国
勢
は
10
倍
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
。
女
性
を
男
性
の
下
に
置
く
の
は
女
性
だ
け
の

不
幸
で
は
な
く
「
貴
国
一
般
の
不
幸
」
で
あ
る
。

　

で
は
「
今
よ
り
女
子
教
育
法
を
改
良
」
す
れ
ば
、
何
年
後
に
結
果
が
出
る
の
か
。

　

我
国
の
経
験
に
考
ふ
る
に
今
日
よ
り
少
く
も
百
万
年
の
後
に
あ
ら
ん
。

　

あ
ま
り
の
悠
遠
さ
に
驚
く
想
像
子
に
、「
婦
人
」
は
言
葉
を
つ
な
ぐ
。

　
　

�

歳
月
悠
遠
な
り
と
雖
も
〔
…
〕
必
す
之
に
達
す
る
期
あ
り
〔
…
〕
実
行
せ
さ
れ
ば

世
界
滅
盡
す
る
も
其
期
な
か
る
可
し
。

　

想
像
子
は
、
こ
の
言
葉
に
気
圧
さ
れ
る
よ
う
に
こ
の
国
を
去
る
。「
余
か
願
ふ
所
の

者
は
長
寿
を
得
る
に
在
」
り
、
こ
の
国
は
長
寿
国
と
は
い
え
「
漸
々
短
縮
す
る
と
云
ふ

に
至
り
て
は
此
に
住
す
る
も
何
の
望
あ
ら
ん
や
」
と
捨
科
白
を
残
し
て
、「
長
寿
国
」

に
向
か
う
の
で
あ
っ
た
。

�

（
以
下
、
次
号
）

《
注
》

　

・ 

本
稿
は
『
東
洋
大
学　

井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報　

 vol. 

26
』（
２
０
１
８
）
掲
載
の
拙
著
（
pp 

23-

65
）

を
改
稿
し
た
も
の
。

　

・ 

文
中
の
引
用
は
（
１
）
を
除
き
、〈
井
上
円
了
『
星
界
想
遊
記
』（
明
治
23
年
）
哲
学
書
院
〉。
本
誌
の

性
格
や
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
、
文
中
番
号
／
原
本
該
当
ペ
ー
ジ
は
略
し
た
。

　

・ （
１
）
は
〈
横
田
順
彌
『
明
治
時
代
は
謎
だ
ら
け
』（
２
０
０
２
年
）
株
式
会
社
平
凡
社
〉、
pp. 

235-
236
）
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