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序
章 

 
 

要
旨
に
か
え
て 

 

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
〈
隣
人
〉
は
、
第
二
章
・
第
三
章
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
が
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
や
は
り
、
二
〇
一
一

年
の
東
日
本
大
震
災
へ
と
遡
る
。
未
曽
有
の
震
災
に
直
面
し
、
そ
の
後
、
な
か
な
か
進
ま
ぬ
復
興
に
と
も
な
っ
て
、
地
域
が
分
断

さ
れ
、
人
間
関
係
に
深
い
亀
裂
が
生
じ
る
な
か
、
多
く
の
文
学
研
究
者
が
文
学
研
究
を
省
み
た
よ
う
に
、
「
文
学
」
の
対
社
会
的

な
意
味
を
問
い
直
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
の
思
い
や
考
え
が
、
論
考
へ
直
接
は
表
現
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の

論
理
を
深
層
で
支
え
て
い
る
。
現
在
、
立
正
大
学
の
デ
リ
バ
リ
ー
カ
レ
ッ
ジ
で
、
地
方
の
文
化
セ
ン
タ
ー
へ
出
か
け
て
行
っ
て
講

演
を
す
る
機
会
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
、
第
二
章
と
第
三
章
と
の
エ
ッ
セ
ン
ス
だ
け
を
話
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
る
。
は
じ

め
て
寺
山
修
司
に
つ
い
て
の
話
を
聴
く
方
々
に
も
好
意
的
に
受
け
止
め
て
も
ら
え
る
の
は
、
そ
の
論
理
展
開
に
隠
れ
て
い
る
、
震

災
時
に
問
い
直
し
た
、
筆
者
の
文
学
へ
の
思
い
の
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

論
考
の
タ
イ
ト
ル
で
と
き
ど
き
見
か
け
る
、
例
え
ば
「
夏
目
漱
石
と
森
鷗
外
」
「
川
端
康
成
と
横
光
利
一
」
や
「
太
宰
治
の
芥

川
龍
之
介
」
「
俵
万
智
の
与
謝
野
晶
子
」
な
ど
に
お
い
て
は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
の
な
か
に
挿
ま
れ
た
助
詞
「
と
」
や
「
の
」
に
、

考
察
の
ポ
イ
ン
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
助
詞
「
と
」
が
抱
え
る
、
並
列
や
対
立
の
視
点
、
ま
た
助
詞
「
の
」
が
抱
え

る
、
所
属
や
所
有
の
視
点
が
そ
う
で
あ
る
。 

こ
れ
は
各
章
の
タ
イ
ト
ル
に
用
い
た
「
と
」
「
の
」
の
助
詞
が
、
同
様
な
意
味
で
、
考
察
の
視
点
の
表
意
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

寺
山
修
司
の
よ
う
に
ジ
ャ
ン
ル
を
横
断
し
て
創
作
活
動
を
行
っ
た
芸
術
家
を
対
象
と
す
る
場
合
の
、
分
析
方
法
の
表
明
と
し
て
も

意
図
し
た
。
寺
山
修
司
の
創
作
に
は
、
ジ
ャ
ン
ル
間
の
境
界
か
ら
眺
め
な
い
と
指
摘
で
き
な
い
問
題
が
多
々
あ
る
と
考
え
る
な
ら

ば
、
〈
隣
人
〉
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
人
の
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。 

「

Ⅱ 

野
田
秀
樹
へ
の
入
口
」
「

Ⅲ 

平
田
オ
リ
ザ
へ
の
入
口
」
で
ま
と
め
た
論
考
も
同
様
の
視
点
で
貫
か
れ
て
お
り
、
そ
こ
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で
は
、
野
田
秀
樹
や
平
田
オ
リ
ザ
の
〈
隣
人
〉
と
し
て
活
躍
し
た
他
の
創
作
家
た
ち
の
問
題
意
識
を
跨
い
で
考
察
を
進
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
視
点
を
一
つ
の
入
口
と
し
て
、
野
田
秀
樹
や
平
田
オ
リ
ザ
が
構
築
し
た
世
界
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
み
て
は
ど
う

か
と
い
っ
た
提
示
に
も
な
る
と
考
え
、
入
口
と
表
現
し
た
。 

 

先
に
、
キ
ー
ワ
ー
ド
の
〈
隣
人
〉
を
、
分
析
方
法
に
も
関
係
し
て
く
る
た
め
、
人
の
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ

た
が
、
第
三
章
の
考
察
に
お
い
て
は
、
〈
隣
人
〉
と
は
誰
な
の
か
と
い
っ
た
問
い
が
立
て
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

文
学
的
な
手
続
き
に
お
い
て
し
か
解
明
で
き
な
い
と
も
考
え
て
い
る
。
そ
の
考
察
で
は
〈
隣
人
〉
と
い
う
用
語
が
、
長
い
歴
史
に

お
い
て
抱
え
て
き
た
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
必
要
と
し
、
隣
接
と
い
っ
た
機
能
的
な
意
味
だ
け
で
は
、
表
現
が
充
分
で
は
な
い
と

思
え
た
の
で
、
あ
え
て
〈
隣
人
〉
の
表
現
を
選
択
し
た
。 

以
下
、
各
章
の
簡
単
な
要
約
を
示
す
。 

  

Ⅰ 

寺
山
修
司
へ
の
入
口 

 

第
一
章 

 

ラ
イ
ト
ミ
ス
テ
リ
小
説
『
ビ
ブ
リ
ア
古
書
堂
の
事
件
手
帖
５
～
栞
子
さ
ん
と
繋
が
り
の
時
～
』
（
三
上
延 

著
）
で
、

寺
山
修
司
の
第
一
作
品
集
『
わ
れ
に
五
月
を
』
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
物
語
で
は
、
寺
山
直
筆
の
草
稿
原
稿
が
、
そ
の
価
値

の
わ
か
ら
な
い
者
に
よ
っ
て
消
さ
れ
、
上
書
き
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。
様
々
な
種
類
の
事
件
が
あ
る
な
か
、
作
者
の
三

上
延
が
選
ん
だ
「
消
し
て
上
書
き
す
る
」
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
は
、
実
は
寺
山
修
司
を
理
解
す
る
の
に
最
も
大
事
な
視
点
で
あ
る
。

そ
の
理
由
と
と
も
に
、
小
説
の
世
界
だ
け
で
は
な
く
、
学
術
研
究
に
お
い
て
も
同
様
な
謎
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
謎
を
ミ
ス

テ
リ
小
説
と
同
じ
よ
う
に
解
き
明
か
し
て
み
る
。 

第
二
章 

 

寺
山
の
代
表
歌
「
マ
ッ
チ
擦
る
―
」
一
首
を
め
ぐ
っ
て
の
考
察
で
あ
る
。
ま
ず
、
高
校
国
語
教
科
書
を
例
に
、
教
室
で
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は
ど
の
よ
う
に
読
解
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
、
そ
の
後
、
著
名
人
た
ち
に
よ
る
代
表
的
な
鑑
賞
を
批
判
検
討
す
る
。
ま
た
、
初

出
か
ら
何
度
も
再
掲
載
さ
れ
る
こ
の
短
歌
の
変
遷
を
お
さ
え
、
寺
山
が
よ
く
用
い
た
技
法
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
を
問
い
直
し
な
が
ら
、

こ
の
一
首
が
ど
の
よ
う
に
意
味
を
変
え
て
い
っ
た
か
を
論
じ
る
。 

第
三
章 

 
第
二
章
の
問
い
を
受
け
て
の
考
察
。
こ
こ
で
は
、
「
マ
ッ
チ
擦
る
―
」
一
首
が
、
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
で
は
な
く
、
実
体
験

に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
と
い
う
鑑
賞
文
を
取
り
上
げ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
鑑
賞
文
が
書
か
れ
た
の
か
、
そ
の
謎
を
寺
山
の
著
作

と
そ
の
著
述
方
法
か
ら
解
明
し
、
こ
の
一
首
が
再
掲
載
さ
れ
る
と
き
に
起
き
た
同
時
代
の
事
件
を
引
き
込
ん
で
、
疎
外
さ
れ
た
者

へ
の
、
寺
山
の
眼
差
し
を
意
味
づ
け
る
。 

第
四
章 

 

寺
山
は
歌
人
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
な
が
ら
、
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
シ
ナ
リ
オ
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
を
越
境
し
な

が
ら
創
作
活
動
を
し
た
。
国
際
的
な
評
価
を
得
る
き
っ
か
け
は
、
劇
団
「
演
劇
実
験
室
『
天
井
棧
敷
』
」
の
活
動
で
あ
る
。
だ
が
、

劇
団
「
演
劇
実
験
室
『
天
井
棧
敷
』
」
の
前
に
、
詩
劇
グ
ル
ー
プ
「
鳥
」
の
活
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
現
在
の
研
究
状
況
で
は
忘

れ
ら
れ
て
は
し
な
い
か
。
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
詩
人
の
嶋
岡
晨
を
取
り
上
げ
、
寺
山
と
の
間
で
行
わ
れ
た
前
衛
短
歌

論
争
の
〈
様
式
論
争
〉
を
問
い
直
す
。 

第
五
章 

 

第
四
章
を
受
け
て
の
考
察
。
〈
様
式
論
争
〉
は
、
短
歌
に
お
け
る
重
要
な
問
い
を
抱
え
こ
み
な
が
ら
も
、
両
者
の
議
論

が
嚙
み
合
わ
な
い
ま
ま
終
了
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
二
人
は
他
に
二
名
を
加
え
て
詩
劇
グ
ル
ー
プ
「
鳥
」
を
協
同
で
立
ち

上
げ
る
。
こ
の
と
き
上
演
さ
れ
た
寺
山
と
嶋
岡
と
の
作
品
は
、
〈
様
式
論
争
〉
の
第
二
戦
の
様
相
を
呈
し
た
の
で
は
な
い
か
。
二

人
の
作
品
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
互
い
が
持
つ
詩
精
神
（
ポ
エ
ジ
ー
）
の
異
質
性
を
炙
り
出
す
。 

第
六
章 

 

寺
山
は
作
品
を
、
よ
く
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
に
よ
っ
て
制
作
し
た
。
そ
の
寺
山
の
作
品
を
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
し
て
制
作
し

た
よ
う
な
短
歌
が
あ
る
。
縊
死
し
た
学
生
歌
人
・
岸
上
大
作
の
「
意
志
表
示
―
」
一
首
だ
、
こ
の
一
首
を
め
ぐ
っ
て
の
考
察
で
あ

る
。
歌
句
「
声
な
き
こ
え
」
を
ポ
イ
ン
ト
に
、
一
九
六
〇
年
代
の
時
代
の
問
題
と
、
そ
の
時
代
に
翻
弄
さ
れ
る
一
人
の
学
生
の
思

い
を
、
岸
上
の
短
歌
か
ら
考
え
る
。 
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第
七
章 

 

第
六
章
を
受
け
て
の
考
察
。
岸
上
大
作
は
評
論
「
寺
山
修
司
論
」
を
し
た
た
め
る
。
寺
山
を
批
判
す
る
筆
は
、
若
書
き

ゆ
え
、
論
法
に
ほ
こ
ろ
び
が
み
え
る
が
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
岸
上
の
問
題
意
識
を
前
面
に
押
し
出
す
。
そ
の
論
理
展
開
に
は
〈
様

式
論
争
〉
で
の
嶋
岡
晨
の
寺
山
批
判
の
影
響
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
。
岸
上
が
〈
様
式
論
争
〉
を
ど
の
よ
う
に
読
み
、
ま
た
、

ど
の
よ
う
に
読
め
な
か
っ
た
の
か
を
論
じ
る
。 

 

Ⅱ 

野
田
秀
樹
へ
の
入
口 

 

第
八
章 

 

寺
山
修
司
と
野
田
秀
樹
と
の
接
点
を
論
じ
る
。
野
田
秀
樹
の
劇
団
「
夢
の
遊
眠
社
」
の
公
演
を
晩
年
の
寺
山
は
観
て
お

り
、
そ
の
批
評
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
演
劇
批
評
を
き
っ
か
け
に
、
ふ
た
り
に
共
通
す
る
「
少
年
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
寺

山
修
司
の
短
歌
一
首
を
鑑
賞
す
る
。 

第
九
章 

 

デ
ビ
ュ
ー
間
も
な
い
頃
の
野
田
秀
樹
は
、
坂
口
安
吾
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
自
称
し
て
い
た
。
そ
の
安
吾
の
小
説
「
桜
の

森
の
満
開
の
下
」
の
演
劇
化
を
め
ぐ
っ
て
の
論
考
。
安
吾
の
小
説
で
は
〈
首
遊
び
〉
の
シ
ー
ン
が
、
常
に
考
察
の
対
象
と
な
っ
て

き
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
演
劇
作
品
に
お
け
る
〈
首
遊
び
〉
の
シ
ー
ン
の
演
出
か
ら
、
文
学
研
究
と
は
異
な
る
読
解
の
可
能
性
を
探
る
。 

第
十
章 

 

野
田
秀
樹
は
、
安
吾
の
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
と
小
説
「
夜
長
姫
と
耳
男
」
と
安
吾
の
い
く
つ
か
の
評
論
を
下
敷
き

に
し
て
演
劇
「
贋
作 

桜
の
森
の
満
開
の
下
」
を
制
作
す
る
。
一
九
八
九
年
の
、
そ
の
舞
台
に
同
時
代
の
問
題
を
指
摘
し
な
が
ら
、

野
田
秀
樹
が
坂
口
安
吾
か
ら
継
承
し
た
と
思
わ
れ
る
問
題
意
識
を
問
い
直
す
。 

第
十
一
章 
 

学
生
時
代
に
筆
者
自
ら
が
舞
台
化
し
た
小
説
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
脚
色
と
演
出
を
と
り
あ
げ
、
小
説
に
登
場

す
る
「
女
」
と
「
鬼
」
と
の
関
係
を
、
〈
面
〉
を
中
心
に
し
て
考
察
す
る
。
小
道
具
と
し
て
の
〈
面
〉
の
表
現
の
可
能
性
か
ら
、

安
吾
の
小
説
が
か
か
え
る
「
主
体
」
の
問
題
を
考
え
る
。 

第
十
二
章 

 

坂
口
安
吾
の
師
で
あ
る
牧
野
信
一
の
小
説
を
考
察
す
る
。
牧
野
が
抱
え
た
文
学
的
問
題
を
〈
レ
ン
ズ
〉
と
〈
鏡
〉
と
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か
ら
分
析
し
た
あ
と
、
弟
子
の
坂
口
安
吾
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
問
い
直
さ
れ
た
か
を
考
え
る
。
安
吾
の
「
フ
ァ
ル
ス
」
や
、
小

説
「
桜
の
森
の
満
開
の
下
」
の
「
虚
空
」
に
つ
ら
な
る
文
学
的
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

Ⅲ 
平
田
オ
リ
ザ
へ
の
入
口 

 

第
十
三
章 

 

一
九
六
〇
年
前
後
か
ら
始
ま
る
小
劇
場
運
動
に
お
い
て
、
寺
山
修
司
は
第
一
世
代
に
分
類
さ
れ
る
。
第
二
世
代
の
代

表
的
な
存
在
だ
っ
た
、
つ
か
こ
う
へ
い
を
は
さ
み
、
野
田
秀
樹
は
第
三
世
代
、
平
田
オ
リ
ザ
は
第
四
世
代
と
し
て
、
演
劇
史
上
で

は
括
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
平
田
オ
リ
ザ
が
言
及
し
た
寺
山
修
司
の
エ
ッ
セ
イ
を
き
っ
か
け
に
、
「
ア
ン
グ
ラ
演
劇
」
と
評
さ
れ

た
寺
山
が
、
前
世
代
の
何
を
批
判
し
て
演
劇
を
始
め
た
の
か
、
ま
た
、
「
静
か
な
演
劇
」
と
評
さ
れ
た
平
田
が
、
何
を
批
判
し
て

演
劇
活
動
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
演
劇
論
を
比
較
し
な
が
ら
、
演
劇
に
お
け
る
「
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
問
題
を
考
え
る
。 

現
在
、
平
田
オ
リ
ザ
は
工
学
者
の
石
黒
浩
と
組
ん
で
「
ロ
ボ
ッ
ト
演
劇
」
を
上
演
し
続
け
て
い
る
が
、
「
ロ
ボ
ッ
ト
演
劇
」
で

の
問
題
は
、
第
十
二
章
の
牧
野
信
一
の
〈
鏡
〉
や
〈
レ
ン
ズ
〉
、
第
九
章
か
ら
第
十
一
章
に
か
け
て
の
安
吾
の
〈
肉
体
〉
、
寺
山

修
司
に
関
す
る
章
段
で
考
察
し
た
〈
私
〉
の
問
題
に
繋
が
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
関
係
論
か
ら
存
在
論
へ
の
問
い
直
し
、
そ

の
問
題
を
考
え
る
の
に
、
寺
山
修
司
の
問
題
意
識
を
、
今
一
度
振
り
返
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
今
後
の

研
究
課
題
で
あ
る
。 
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