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一　

導
入　
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
と
し
て
の
「
都
市
伝
説
」

　
　

―
二
〇
一
二
年
現
在

―

二
〇
一
二
年
現
在
、
都
市
伝
説
は
お
金
を
払
っ
て
楽
し
む
べ
き
娯
楽

―
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
業
界
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」

―

と
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
二
〇
一
二
年
四
月
〜
七
月
の
テ
レ
ビ
朝
日
系
列
金
曜
ナ
イ

ト
ド
ラ
マ
枠
で
は
、長
澤
ま
さ
み
主
演
の『
都
市
伝
説
の
女
』が
放
映
さ
れ
た
。

「
都
市
伝
説
を
信
じ
て
や
ま
な
い
都
市
伝
説
オ
タ
ク
の
美
人
刑
事
が
、
突
飛

な
推
理
と
珍
妙
な
捜
査
で
数
々
の
事
件
を
解
決
す
る
コ
メ
デ
ィ
ー
・
ミ
ス
テ

リ
ー
（
番
組
公
式
H 

P
よ
り
）」
で
、
作
中
で
は
殺
人
事
件
に
関
連
す
る
謎

と
し
て
、
大
手
町
の
将
門
の
首
塚
や
東
京
タ
ワ
ー
、
国
会
議
事
堂
や
徳
川
埋

蔵
金
な
ど
に
関
す
る
「
都
市
伝
説
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。

ま
た
「
都
市
伝
説
」
は
、
マ
ン
ガ
や
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
等
の
エ
ン
タ
テ
イ
ン

メ
ン
ト
の
分
野
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
活
用
さ
れ
て
い
る
。
い
く
つ
か
例
を
挙

げ
て
お
く
。
亜
月
亮
の
マ
ン
ガ
作
品
『
都
市
伝
説
』（
集
英
社
、
二
〇
〇
八

〜
一
二
、
全
九
巻
）
は
都
市
伝
説
を
下
敷
と
し
た
サ
ス
ペ
ン
ス
ホ
ラ
ー
。
大

塚
英
志
原
作
・
樹
ナ
ト
作
画
の
マ
ン
ガ
作
品
『
と
で
ん
か
』（
角
川
書
店
、

二
〇
〇
九
〜
、
既
刊
五
巻
）
は
、
東
京
都
庁
に
設
置
さ
れ
た
都
市
伝
説
解
決

専
門
部
署
「
都
伝
課
」
の
活
躍
を
描
く
、
い
わ
ば
都
市
伝
説
版
「X

-FILE

」

で
あ
る
。
保
坂
歩
原
作
・
蓮
見
ナ
ツ
メ
作
画
の
マ
ン
ガ
作
品
『
噂
屋
』（
一

迅
社
、二
〇
〇
七
〜
、既
刊
九
巻
）で
は
、主
人
公
た
ち「
オ
フ
ィ
ス
U 

C
」は
、

企
業
か
ら
は
広
告
宣
伝
の
た
め
の
都
市
伝
説
の
流
布
や
、
企
業
イ
メ
ー
ジ
を

傷
つ
け
る
都
市
伝
説
の
打
ち
消
し
の
依
頼
を
、
警
察
か
ら
は
都
市
伝
説
の
原

因
解
明
の
依
頼
を
受
け
て
活
動
す
る
、
都
市
伝
説
の
仕
掛
け
人
と
い
う
設
定

で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
つ
い
に
都
市
伝
説
は
恐
怖
の
対
象
か
ら
「
萌
え
」
の

対
象
へ
と
移
行
す
る
動
き
さ
え
見
せ
て
い
る
。
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
作
品
の
サ

イ
ト
ウ
ケ
ン
ジ
『
一ワ
ン
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
ワ
ン

〇
一
番
目
の
百
物
語
』（
メ
デ
ィ
ア
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
、

二
〇
一
〇
〜
、
既
刊
八
巻
）
で
は
、
主
人
公
が
「
ロ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
都
市

伝
説
の
特
殊
能
力
を
身
に
付
け
た
美
少
女
た
ち
と
と
も
に
都
市
伝
説
バ
ト

ル
を
繰
り
広
げ
る
し
、
聴
猫
芝
居
『
あ
な
た
の
街
の
都
市
伝
鬼
！
』（
ア
ス

キ
ー
・
メ
デ
ィ
ア
ワ
ー
ク
ス
、
二
〇
一
二
、
既
刊
二
巻
）
で
は
「
百
キ
ロ
婆
」

や
「
紫
鏡
」
な
ど
、都
市
伝
説
の
妖
怪
た
ち
が
美
少
女
と
な
っ
て
具
現
化
し
、

主
人
公
と
楽
し
く
共
同
生
活
を
営
む
の
だ
。
こ
の
ほ
か
に
も
、
コ
ン
ビ
ニ
等

で
販
売
さ
れ
て
い
る
実
話
誌
と
呼
ば
れ
る
雑
誌
類
や
、
そ
れ
ら
の
記
事
を
再

編
集
し
た
ペ
ー
パ
ー
バ
ッ
ク
の
コ
ミ
ッ
ク
や
ム
ッ
ク
な
ど
の
表
紙
に
も
「
都

市
伝
説
」
の
文
字
が
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
躍
る（
１
）。

こ
う
し
た
、
二
〇
一
二
年
現
在
の
「
都
市
伝
説
」
の
ブ
ー
ム
の
契
機
と

な
っ
た
の
は
、
間
違
い
な
く
お
笑
い
芸
人
・
関
暁
夫
の
『
関
暁
夫
の
都
市

伝
説
』（
竹
書
房
、
二
〇
〇
六
）
だ
ろ
う
。「
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か
は
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
「
口
承
文
芸
研
究
は
都
市
伝
説
を
ど
う
扱
う
か
」

都
市
伝
説
が
「
コ
ン
テ
ン
ツ
」
に
な
る
ま
で

―
「
都
市
伝
説
」
の
一
九
八
八
〜
二
〇
一
二

―

飯 

倉　

義 

之
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あ
な
た
次
第
で
す
」
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
、
ラ
イ
ブ
や
テ
レ
ビ
で
披

露
し
た
「
都
市
伝
説
」
ネ
タ
を
収
録
し
た
関
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
二
〇
一
二

年
八
月
ま
で
に
単
行
本
四
冊
、コ
ミ
ッ
ク
版
一
冊
、コ
ン
ビ
ニ
発
売
の
ペ
ー

パ
ー
バ
ッ
ク
版
七
冊
を
刊
行
し
、
シ
リ
ー
ズ
累
計
二
〇
〇
万
部
を
売
り

上
げ
た
と
関
自
身
が
述
べ
て
い
る
（
２
）。

一
時
期
の
爆
発
的
な
ブ
ー
ム
は
過
ぎ

去
っ
た
が
、
定
期
的
に
都
市
伝
説
の
特
番
が
作
ら
れ
る
な
ど
、
都
市
伝
説

は
ま
だ
ま
だ
一
定
の
市
場
価
値
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

し
か
し
「
都
市
伝
説
」
は
本
来
、
民
俗
学
・
口
承
文
芸
研
究
領
域
に
お

け
る
学
術
用
語
と
し
て
、
翻
訳
さ
れ
、
移
入
さ
れ
た
語
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

か
つ
て
「
民
話
」
と
い
う
語
が
学
術
の
用
語
で
あ
る
こ
と
を
離
れ
て
世
間
で

広
く
使
わ
れ
た
よ
う
に
、「
都
市
伝
説
」
も
ま
た
、
本
来
の
語
義
を
離
れ
て

世
間
に
展
開
し
、
通
用
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
都
市
伝
説
の
移

入
と
展
開
を
確
認
し
、
現
在
の
「
都
市
伝
説
」
が
口
承
文
芸
研
究
に
と
っ
て

い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
を
、
再
確
認
し
て
い
き
た
い
。

二　
「
都
市
伝
説
」の
成
立
と
移
入

　
　

―
一
九
八
〇
年
代
末

―

現
代
的
な
生
活
を
背
景
と
し
て
話
さ
れ
る
真
偽
不
明
の
う
わ
さ
話
、
と

い
う
都
市
伝
説
と
同
質
の
概
念
は
、
早
く
に
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
エ
ド

ガ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
が
『
オ
ル
レ
ア
ン
の
う
わ
さ
』（
原
著
一
九
六
九
、
み

す
ず
書
房
、
一
九
七
三
）
に
お
い
て
提
出
し
た
。
し
か
し
モ
ラ
ン
は
同

書
で
は
主
に
「
都
市
の
神
話
」「
現
代
の
神
話
」「
対
抗
神
話
」
等
、「
神

話
」
の
語
を
用
い
て
そ
の
概
念
を
説
明
し
て
い
る
。「
都
市
伝
説
（urban 

legend

）」
の
語
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
、
ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学
者
ジ
ャ

ン
・
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
が
、
新
聞
等
の
コ
ラ
ム
で
積
極
的
に
使

用
し
た
こ
と
に
よ
り
定
着
し
た
語
で
あ
る
。

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
は
「
都
市
伝
説
」
を
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
、
民
間
説
話
の
一

分
野
と
定
義
づ
け
、
現
代
の
都
市
的
な
生
活
を
背
景
と
す
る
た
め
に
、
か
つ

て
の
民
俗
共
同
体
の
生
活
を
背
景
と
す
る
民
間
説
話
と
は
隔
絶
し
た
も
の

の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
説
話
自
体
は
従
来
の
「
昔
話
」
や
「
伝
説
」

が
装
い
だ
け
を
現
代
風
に
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。
ブ
ル
ン

ヴ
ァ
ン
は
都
市
伝
説
の
特
徴
を
、「
都
市
化
さ
れ
た
現
代
社
会
の
制
度
や
文

物
」
を
背
景
す
る
説
話
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、「
友
人
の
友
人
」
に
本
当
に

起
こ
っ
た
と
い
う
〈
設
定
〉
で
信
じ
ら
れ
話
さ
れ
る
こ
と
、テ
レ
ビ・ラ
ジ
オ・

新
聞
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
も
広
ま
る
と
い
う
こ
と
、
の
三
点
に

お
い
て
説
明
す
る
。
こ
の
「
都
市
伝
説
」
の
概
念
は
、
ア
メ
リ
カ
の
民
俗
学

界
で
議
論
さ
れ
共
有
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
が
提
唱
し
た

個
人
技
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
（
３
）。

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
都
市
伝
説
に
関
す
る
初
の
著
書
『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ

イ
カ
ー
』（
原
著
一
九
八
一
）
は
、
民
俗
学
者
の
大
月
隆
寛
・
重
信
幸
彦
と
、

ア
メ
リ
カ
文
学
者
の
菅
谷
裕
子
の
共
訳
で
日
本
に
紹
介
さ
れ
（
新
宿
書
房
、

一
九
八
八
）、「
ア
メ
リ
カ
民
俗
学
の
方
法
を
持
ち
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、

停
滞
す
る
日
本
民
俗
学
の
活
性
化
を
ね
ら
っ
た
（
４
）」

試
み
と
し
て
話
題
を
呼

ぶ
。
し
か
し
こ
の
『
消
え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』
は
、
そ
の
主
張
と
受
容

と
に
い
く
つ
も
の
ね
じ
れ
を
抱
え
る
書
物
で
あ
っ
た
。
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訳
者
の
大
月
・
重
信
の
ね
ら
い
は
、「
都
市
伝
説
」
と
い
う
概
念
を
、

民
俗
学
を
「
そ
の
存
在
基
盤
か
ら
問
い
直
」
す
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
提

示
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
大
月
に
よ
る
同
書
の
訳
者
あ
と
が

き
及
び
解
説
「「
都
市
」
と
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
」
に
顕
著
で
あ
る
。
大
月
は
「
都

市
伝
説
」
を
、
日
常
に
お
い
て
は
透
明
な
存
在
で
あ
る
口
頭
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
突
如
可
視
化
さ
れ
る
契
機
と
し
て
捉
え
、
い
ま
・
こ
こ
の

我
々
が
生
き
る
都
市
に
お
い
て
そ
う
し
た
説
話
が
生
み
出
さ
れ
、
共
有
さ

れ
る
、〈
場
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
問
う
こ
と
に
こ
そ
意

義
が
あ
る
の
だ
と
説
く
。

し
か
し
、
原
著
者
で
あ
る
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
自
身
の
立
ち
位
置
は
違
っ
て

い
た
。
そ
う
し
て
、
そ
の
こ
と
は
誰
よ
り
も
先
に
訳
者
自
身
が
熟
知
し
て

い
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
研
究
の
手
つ
き
に
つ
い
て
大

月
は
、訳
者
あ
と
が
き
で
「
収
集
さ
れ
定
着
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
モ
テ
ィ
ー

フ
と
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
い
う
作
業
を
前
提
と
し
た
う
え
で
何

ら
か
の
意
味
を
発
見
し
て
い
こ
う
と
す
る
と
い
っ
た
、
民
俗
学
の
分
野
で

は
古
典
的
と
も
言
え
る
方
法
に
親
近
感
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
」（
同
書

三
一
〇
ペ
ー
ジ
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
説
話
研
究
の
手
法
は
、
昔

話
の
話
型
研
究
の
方
法
を
用
い
て
の
世
間
話
研
究
と
い
う
、
従
来
の
口
承

文
芸
研
究
が
取
っ
て
来
た
手
法
と
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
よ
う
（
５
）。

訳
者
た
ち
が
、
そ
う
し
た
原
著
者
の
編
集
姿
勢
と
、
自
ら
の
方
向
性
と

の
齟
齬
を
承
知
の
上
で
「
都
市
伝
説
」
に
対
し
て
取
っ
た
戦
略
を
ま
と
め

れ
ば
、
そ
れ
は
民
俗
事
象
に
対
し
て
、
カ
ー
ド
化
さ
れ
、
表
や
地
図
に
表

さ
れ
て
比
較
さ
れ
る
よ
う
な
「
事
例
」
と
し
て
で
は
な
く
、
話
し
手
と
聴

き
手
の
間
で
一
回
ご
と
に
立
ち
現
れ
る
「
出
来
事
」
の
次
元
で
向
き
合
あ

う
方
法
の
模
索
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
属
す
る
民
俗
学

者
た
ち
の
い
ま
・
こ
こ
で
あ
る
「
都
市
」
を
実
践
の
場
と
し
て
取
り
上
げ
、

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
「
都
市
伝
説
」
を
、
従
来
の
静
的
な
昔
話
研
究
を
相
対

化
し
、
い
ま
・
こ
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
言
語
生
活
や
心
意
を
動
態
的
に
と
ら

え
る
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
積
極
的
に
読
み
替
え
て
い
こ
う
と
い
う
試
み

だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
大
月
ら
に
よ
る
「
都
市
伝
説
」
の
移
入
は
、

平
成
初
年
前
後
、
都
市
民
俗
・
民
俗
芸
能
・
口
承
等
の
領
域
に
お
い
て
、

訳
者
ら
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
た
、
民
俗
学
の
再
生
・
刷
新
運
動（
６
）の

一
環
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
こ
の
民
俗
学
の
刷
新
運
動
は
、
結
果
的
に
挫
折
す
る
。
都
市
民
俗

学
が
、
都
市
と
い
う
場
を
通
し
て
民
俗
学
を
捉
え
な
お
す
と
い
う
初
発
の
意

図
を
徐
々
に
閑
却
し
、
村
落
共
同
体
を
分
析
し
て
き
た
手
法
を
都
市
に
適
用

し
、
そ
の
連
続
性
を
強
調
す
る
方
向
性
を
濃
く
し
て
い
っ
た
よ
う
に
、「
都
市

伝
説
」
も
、
い
ま
・
こ
こ
に
お
い
て
い
か
に
し
て
ハ
ナ
シ
が
生
起
す
る
の
か

と
い
う
問
い
に
代
わ
り
、
現
代
の
都
市
文
化
の
中
で
話
さ
れ
る
説
話
に
も
、

か
つ
て
の
村
落
共
同
体
が
伝
承
し
て
い
た
昔
話
や
伝
説
の
話
型
や
モ
テ
ィ
ー

フ
が
脈
々
と
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
方
向
に
展
開
し
て
い
っ
た
。

言
っ
て
し
ま
え
ば
、
農
山
漁
村
に
「
滅
び
よ
う
と
し
て
い
る
昔
話
」
を
追
い

求
め
て
い
た
民
俗
学
は
、そ
う
し
た
姿
勢
へ
の
批
判
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
都

市
伝
説
」
を
、
都
市
や
現
代
社
会
を
村
落
共
同
体
同
様
の
肥
沃
な
フ
ィ
ー
ル

ド
に
変
革
し
て
く
れ
る
存
在
と
読
み
替
え
て
歓
迎
し
た
の
で
あ
る
（
７
）。

　

平
成
元
年
前
後
の
民
俗
学
は
「
都
市
伝
説
」
を
、
従
来
の
研
究
の
延
長
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モ
デ
ル
と
し
て
の
み
受
容
し
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
は
有
効
に
展

開
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。「
都
市
伝
説
」
を
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム

と
し
て
受
容
し
、
利
用
し
尽
く
し
た
の
は
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。

三　
「
見
え
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
メ
デ
ィ
ア

　
　

―
一
九
九
〇
年
前
後

―

商
業
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
に
「
第
一
次
都
市
伝

説
ブ
ー
ム
」
と
で
も
い
う
べ
き
状
況
が
起
こ
る
。
こ
の
時
期
の
ス
タ
ー
は
、

人
面
犬
身
で
「
ほ
っ
と
い
て
く
れ
」
な
ど
と
捨
て
台
詞
を
吐
く
「
人
面
犬
」

だ
。
多
く
の
都
市
伝
説
本
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ
（
８
）、

雑
誌
で
も
都
市
伝
説

の
特
集
が
組
ま
れ
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
も
そ
れ
ら
の
話
題
を
取
り
上
げ
た
。

こ
の
ブ
ー
ム
は
確
か
に
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
用
語
で
あ
る
「
都
市
伝
説
」
が

契
機
と
な
っ
た
が
、
し
か
し
平
成
元
年
前
後
の
メ
デ
ィ
ア
業
界
に
は
す
で

に
、「
ウ
ワ
サ
」「
口
コ
ミ
」
へ
の
注
目
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。

　
「
ウ
ワ
サ
」
へ
の
注
目
は
、
若
者
の
投
稿
文
化
に
お
い
て
ま
ず
高
ま
っ
た
。

一
九
七
〇
〜
八
〇
年
代
の
若
者
文
化
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
の
「
ウ
ワ
サ
」
が
高
い
比
重
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
は

芸
能
人
や
有
名
人
、
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
や
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
に
ま
つ
わ

る
裏
話
と
し
て
、
ま
た
は
等
身
大
の
怖
い
話
・
心
霊
体
験
と
し
て
、
口
頭
で

交
換
さ
れ
る
ほ
か
、
雑
誌
や
深
夜
ラ
ジ
オ
へ
の
投
稿
に
よ
っ
て
も
交
換
さ
れ

る
、「
ウ
ワ
サ
の
共
同
体
」
が
出
来
上
が
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
皆

の
共
感
を
得
つ
つ
、
よ
り
新
鮮
で
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
「
ウ
ワ
サ
」
を
披

露
で
き
た
者
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
（
の
制
度
の
読
者
／
リ
ス
ナ
ー
共
同
体
）

に
お
け
る
栄
誉
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
娯
楽
の
シ
ス
テ
ム
の
確
立
で
あ
る
（
９
）。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
上
部
に
送
ら
れ
て
く
る
ウ
ワ
サ
を
「
ネ
タ
」
と
し

て
冷
静
に
取
捨
選
択
す
る
オ
ト
ナ
の
存
在
を
必
要
と
し
た
。
投
稿
欄
の
編
集

者
や
ラ
ジ
オ
の
放
送
作
家
や
D 

J
は
、「
面
白
い
ネ
タ
」を
選
別
し
て
評
価
し
、

同
様
の
ネ
タ
を
送
る
よ
う
に
読
者
／
リ
ス
ナ
ー
を
扇
動
し
た
。
テ
ィ
ー
ン
エ

イ
ジ
ャ
ー
の
「
ウ
ワ
サ
」
は
、
こ
う
し
た
仕
掛
け
人
に
よ
る
ア
レ
ン
ジ
を
経

て
、投
稿
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
真
偽
を
問
わ
な
い
、創
作
を
も
許
容
す
る
「
ネ

タ
」
と
し
て
消
費
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

実
は
前
述
の
「
人
面
犬
」
の
ブ
ー
ム
は
、
仕
掛
け
人
の
扇
動
に
よ
っ
て

演
出
さ
れ
た
「
都
市
伝
説
」
の
典
型
で
あ
る
。
ラ
イ
タ
ー
の
石
丸
元
章
は
、

編
集
し
て
い
た
少
女
向
け
情
報
誌
「
ポ
ッ
プ
テ
ィ
ー
ン
」
や
写
真
誌
「
投

稿
写
真
」
の
読
者
投
稿
欄
に
散
発
的
に
投
稿
さ
れ
て
き
た
「
人
の
顔
を
し

た
犬
」
の
目
撃
譚
に
「
人
面
犬
」
と
い
う
名
付
け
を
行
な
い
、
さ
ら
な
る

投
稿
を
煽
っ
て
特
集
記
事
や
書
籍
を
編
み
、
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
な
ど
に
露
出

す
る
こ
と
で
、「
人
面
犬
」
の
ブ
ー
ム
を
創
り
上
げ
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

同
時
期
に
バ
ン
ド
「
筋
肉
少
女
帯
」
の
大
槻
ケ
ン
ヂ
や
俳
優
の
的
場
浩
司

ら
が
、
深
夜
ラ
ジ
オ
で
自
ら
の
周
り
の
人
面
犬
目
撃
談
を
語
り
、
投
稿
を

集
め
た
こ
と
も
ブ
ー
ム
を
加
速
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。

そ
の
一
方
で
、
広
告
・
宣
伝
業
界
も
ま
た
「
口
コ
ミ
」
へ
の
注
目
を
強

め
て
い
た
。
昭
和
末
期
の
い
わ
ゆ
る
「
女
子
大
生
ブ
ー
ム
」
は
、
平
成
元

年
前
後
に
は
女
子
中
高
生
の
カ
ル
チ
ャ
ー
に
注
目
し
た「
女
子
高
生
ブ
ー
ム
」

に
移
行
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
、
女
子
中
高
生
・
大
学
生
を
中
心
に
、
特
定
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ブ
ラ
ン
ド
の
バ
ッ
グ
や
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
店
へ
の
行
列
な
ど
、「
口
コ
ミ
」

の
購
買
喚
起
に
よ
り
企
業
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
戦
略
の
思
惑
の
外
で
流
行
が

発
生
す
る
現
象
が
起
き
て
い
た
。
例
え
ば「
お
菓
子
の「
コ
ア
ラ
の
マ
ー
チ
」

に
、ま
ゆ
げ
の
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
コ
ア
ラ
が
入
っ
て
い
た
ら
そ
の
日
は
ラ
ッ

キ
ー
」
と
い
う
「
ウ
ワ
サ
」
は
、
確
実
に
「
コ
ア
ラ
の
マ
ー
チ
」
の
売
り

上
げ
を
押
し
上
げ
た
。「
佐
川
急
便
の
ト
ラ
ッ
ク
に
描
か
れ
た
飛
脚
の
赤
フ

ン
に
触
る
と
運
が
良
く
な
る
」
な
ど
の
「
お
ま
じ
な
い
」
や
、「
朝
シ
ャ
ン
」

な
ど
の
新
習
慣
・
身
体
観
ま
で
も
を
含
ん
だ
そ
う
し
た
「
口
コ
ミ
」
は
、

都
市
の
若
者
層
に
自
然
発
生
し
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
広
告
・
宣
伝
の
埒
外

で
自
然
伝
播
す
る
カ
ル
チ
ャ
ー
、
す
な
わ
ち
都
市
の
民
俗
と
い
え
る
よ
う

な
も
の
で
も
あ
っ
た
。
後
に
バ
ブ
ル
景
気
と
い
わ
れ
る
未
曾
有
の
好
景
気

の
影
響
を
受
け
て
、
未
成
年
・
学
生
層
の
購
買
力
が
増
大
し
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
広
告
・
宣
伝
業
界
は
こ
れ
ま
で
ノ
ー
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
消
費
主

体
と
し
て
の
女
子
中
高
生
・
大
学
生
層
の
購
買
行
動
と
、
そ
う
し
た
未
成

年
層
の
「
口
コ
ミ
」
を
「
見
え
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
な
ど
と
名
付
け
て
注

目
し
、同
時
期
よ
り
企
業
戦
略
の
常
道
と
な
っ
て
い
く「
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
」

に
活
用
す
る
た
め
に
、
積
極
的
に
そ
の
収
集
と
分
析
を
行
な
っ
て
い
く）

（（
（

。

そ
う
し
た
時
機
に
「
ア
メ
リ
カ
民
俗
学
」
の
「
学
術
用
語
」
と
し
て
、

な
じ
み
深
い
タ
ク
シ
ー
の
消
え
る
乗
客
の
怪
談
（
の
米
国
版
）
と
と
も
に

紹
介
さ
れ
た
の
が
「
都
市
伝
説
」
で
あ
っ
た
。

一
九
八
〇
年
代
の
思
想
の
潮
流
は
、「
ニ
ュ
ー
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」、
略
し

て
「
ニ
ュ
ー
ア
カ
」
と
呼
ば
れ
た
知
の
商
品
化
に
あ
っ
た
。
宮
田
登
に
民

俗
学
を
学
び
、
そ
れ
を
武
器
に
『
少
女
民
俗
学
』（
光
文
社
、
一
九
八
九
）

を
著
す
な
ど
、
ニ
ュ
ー
ア
カ
の
時
代
に
商
業
メ
デ
ィ
ア
の
第
一
線
に
立
っ

て
い
た
大
塚
英
志
は
、
ニ
ュ
ー
ア
カ
の
流
行
を
「
広
告
代
理
店
に
よ
る
ア

カ
デ
ミ
ズ
ム
の
取
り
込
み
」「
社
会
学
の
理
論
、
あ
る
い
は
人
類
学
の
理

論
や
哲
学
の
理
論
そ
の
も
の
を
、
企
業
が
人
を
動
員
す
る
論
理
と
し
て
再

構
築
出
来
な
い
の
か
、と
い
う
も
の
す
ご
く
大
き
な
運
動
」（
大
塚
英
志『
物

語
消
滅
論
』
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四
、四
一
〜
二
頁
）
と
総
括
し
て
い
る
。

新
出
の
「
都
市
伝
説
」
を
、
そ
の
よ
う
な
「
ニ
ュ
ー
ア
カ
運
動
」
に
奔

走
す
る
商
業
メ
デ
ィ
ア
や
マ
ー
ケ
ッ
タ
ー
が
見
逃
す
は
ず
が
な
か
っ
た
。

「
都
市
伝
説
」は
、「
う
わ
さ
」や「
口
コ
ミ
」に
換
わ
る「
学
術
っ
ぽ
い
キ
ャ
ッ

チ
ー
な
こ
と
ば
」
と
し
て
徹
底
的
に
商
用
利
用
さ
れ
た
。「
都
市
伝
説
」

の
紹
介
者
で
あ
る
大
月
隆
寛
は
、
当
時
の
「
都
市
伝
説
」
の
消
費
の
あ
り

か
た
を
、「「
都
市
伝
説
」
は
一
時
期
、
若
者
を
相
手
に
商
売
す
る
よ
う
な

雑
誌
の
編
集
部
あ
た
り
を
中
心
に
パ
ッ
と
消
費
さ
れ
、
そ
し
て
フ
ェ
イ
ド

ア
ウ
ト
し
て
い
っ
た
。「
子
ど
も
た
ち
の
見
え
な
い
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
な

ど
と
い
う
ヨ
タ
話
が
さ
も
何
か
意
味
あ
り
げ
に
も
て
は
や
さ
れ
、
広
告
代

理
店
な
ど
で
も
何
か
仕
掛
け
ら
れ
た
と
い
っ
た
噂
が
流
れ
て
い
た
」（『
若

気
の
至
り
』
洋
泉
社
、
一
九
九
七
、三
五
頁
）
と
回
顧
し
て
い
る
。

民
俗
学
界
に
お
け
る
「
都
市
伝
説
」
の
読
み
替
え
と
、
商
業
メ
デ
ィ
ア

に
よ
る
「
都
市
伝
説
」
の
収
奪
を
受
け
て
、
大
月
・
重
信
は
「
都
市
伝
説
」

を
事
実
上
放
棄
す
る）

（（
（

。
一
九
八
九
〜
九
四
年
前
後
の
第
一
次
都
市
伝
説

ブ
ー
ム
は
商
業
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る「
都
市
伝
説
」の
消
費
で
あ
り
、以
降「
都

市
伝
説
」
は
紹
介
者
の
本
意
か
ら
乖
離
し
た
語
と
し
て
、
興
味
本
位
に
通

用
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
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四　
「
都
市
」
と
「
現
代
」
の
あ
い
だ

　
　

―
一
九
九
〇
年
代
半
ば

―

そ
の
よ
う
な
商
業
メ
デ
ィ
ア
で
の
「
都
市
伝
説
」
の
活
動
に
は
、
い
く

つ
か
の
類
似
の
ブ
ー
ム
が
並
走
し
て
、
一
つ
の
う
ね
り
を
形
成
し
て
い
た
。

「
ツ
イ
ン
ピ
ー
ク
ス
」「X

-FILE

」
等
の
、
ア
メ
リ
カ
の
ミ
ス
テ
リ
ー
・
サ

ス
ペ
ン
ス
ド
ラ
マ
シ
リ
ー
ズ
の
流
行
、映
画『
リ
ン
グ
』（
一
九
九
八
、東
宝
）

を
代
表
と
す
る
、幽
霊
映
画
の
現
代
的
再
創
造
を
試
み
た
「
J
ホ
ラ
ー
（
ホ

ラ
ー
・
ジ
ャ
パ
ネ
ス
ク
）」
の
潮
流
、
口
承
文
芸
研
究
者
・
民
俗
学
者
の

常
光
徹
の
資
料
を
基
礎
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
「
学
校
の
怪
談
」
の
ブ
ー

ム
）
（（
（

な
ど
、
一
九
九
〇
年
代
前
半
、
超
常
現
象
や
怖
い
話
へ
の
漠
然
と
し
た

興
味
が
世
間
に
あ
っ
た
。「
都
市
伝
説
」
も
そ
う
し
た
興
味
の
対
象
と
し

て
受
容
さ
れ
た
と
い
え
る
。

一
九
九
〇
年
代
前
半
の
、
口
承
文
芸
研
究
者
に
よ
る
「
現
代
伝
説
」
の

提
唱
は
、
そ
う
し
た
商
業
メ
デ
ィ
ア
の
恣
意
的
な
都
市
伝
説
に
対
抗
す
る

動
き
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
現
代
伝
説
」
の
語
を
使
用
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
民
俗
学
者
・
民
間
説

話
研
究
者
の
ロ
ル
ス
・
ヴ
ィ
ル
フ
ェ
ル
ム
・
ブ
レ
ー
ド
ニ
ヒ
で
あ
る
。
ブ

レ
ー
ド
ニ
ヒ
は
、
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
「
都
市
伝
説
」
が
都
市
文
化
に
偏
っ

た
傾
向
を
持
つ
こ
と
、
そ
の
資
料
が
主
に
新
聞
や
雑
誌
か
ら
取
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
批
判
し
、口
頭
伝
承
資
料
に
よ
る
「
こ
ん
に
ち
の
伝
説
風
の
語
り
」

の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
編
纂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
企
画
し
、
そ
う
し
た
語
り
の
領

域
の
名
称
と
し
て
「
現
代
伝
説
（m

odern legend

）」
を
提
唱
し
た
。
ブ

ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
「
都
市
伝
説
」
が
、
初
め
は
大
学
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
の
講

義
を
聴
講
す
る
学
生
に
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
は
過
去
の
遺
物
で
は
な
く
現
代

社
会
に
も
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
た
め
の
話
題
と
し
て
使

わ
れ
、
後
に
新
聞
等
に
配
信
さ
れ
る
人
気
コ
ラ
ム
と
し
て
展
開
し
た
の
に

対
し
、
ブ
レ
ー
ド
ニ
ヒ
の
「
現
代
伝
説
」
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
目
的
意
識

を
持
つ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
出
発
し
て
い
る
。

日
本
に
こ
の
用
語
を
紹
介
し
た
の
は
、
翻
訳
家
・
口
承
文
芸
研
究
者
の

池
田
香
代
子
で
あ
っ
た
。
池
田
は
ブ
レ
ー
ド
ニ
ヒ
の
著
作
を
翻
訳
し
）
（（
（

、
ま

た
志
を
同
じ
く
す
る
口
承
文
芸
研
究
者
と
と
も
に
、同
じ
白
水
社
か
ら
「
日

本
の
現
代
伝
説
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
」
を
発
刊
）
（（
（

し
て
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
主
体
の

「
都
市
伝
説
」
を
批
判
し
た
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
作
家
や
ラ
イ
タ
ー
に
よ
る
創
作
を
含
ん
で
興
味
本

位
に
流
通
し
て
い
る
「
都
市
伝
説
」
を
否
定
し
、口
頭
伝
承
の
「
現
代
伝
説
」

を
通
じ
て
、
い
ま
・
こ
こ
の
我
々
の
持
つ
心
意
に
迫
る
こ
と
を
目
指
す
方

向
性
を
強
く
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
池
田
の
「
解
説
・
現
代
伝
説
を
語
る

こ
と
ば
へ
向
け
て
」の
第
二
節「
使
い
捨
て
る
言
説
を
超
え
る
た
め
に
」（
池

田
ほ
か
一
九
九
四
、二
〇
八
〜
二
一
一
）
で
は
、「
知
に
貪
欲
な
現
代
人
に

気
の
き
い
た
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
提
供
」
す
る
だ
け
の
「
面
白
主
義
で
ニ
ヒ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
」
都
市
伝
説
を
痛
罵
し
て
い
る
。
注
目
に
値
す
る
の
は
、

こ
う
し
た
「
現
代
伝
説
」
の
発
信
が
「
民
話
」
に
軸
足
を
置
く
口
承
文
芸

研
究
者
を
中
心
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

一
九
五
〇
年
代
に
木
下
順
二
を
中
心
と
す
る
未
来
社
の
雑
誌
『
民
話
』
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に
集
っ
た
左
派
知
識
人
の
活
動
、い
わ
ゆ
る
「
民
話
運
動
」
と
、「
現
代
伝
説
」

を
繋
ぐ
架
け
橋
は
、「
現
代
の
民
話
」
と
い
う
視
座
に
あ
る
。
木
下
ら
の
「
民

話
運
動
」は
、民
衆
を
左
翼
階
級
闘
争
史
観
に
お
け
る
労
働
者
と
位
置
付
け
、

民
話
を
そ
の
階
級
的
想
像
力
の
結
晶
と
し
て
評
価
し
た
。
民
話
は
民
衆
の

願
望
や
怨
嗟
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
民
話
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
知

識
人
は
い
ま
・
こ
こ
の
民
衆
の
あ
り
よ
う
を
理
解
し
、
ま
た
民
話
的
な
創

作
で
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
り
、
民
衆
を
革
命
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。

一
九
七
〇
年
代
に
「
民
話
運
動
」
を
引
き
継
い
だ
瀬
川
拓
男
と
民
話
と

文
学
の
会
と
、
松
谷
み
よ
子
と
日
本
民
話
の
会
は
、
そ
の
政
治
性
を
「
民

衆
の
階
級
闘
争
」
か
ら
「
わ
た
し
た
ち
庶
民
の
あ
た
り
ま
え
の
暮
ら
し
」

へ
と
緩
和
さ
せ
つ
つ
、
運
動
を
地
に
足
の
つ
い
た
も
の
に
し
て
い
っ
た
。

そ
こ
に
通
底
し
て
る
の
は
、「
現
代
の
普
通
の
人
々
が
、
暮
ら
し
の
中
で

感
じ
、
紡
ぎ
だ
す
話
」
へ
の
注
目
で
あ
る
。

松
谷
は
「
現
代
の
民
話
」
の
視
座
を
受
け
継
ぎ
、
日
本
民
話
の
会
の
機
関

誌「
民
話
の
手
帖
」誌
上
で
の
投
稿
を
基
と
し
て『
現
代
民
話
考
』（
全
一
二
巻
、

立
風
書
房
、
一
九
八
五
〜
九
六
。
の
ち
ち
く
ま
文
庫
で
再
刊
）
を
編
む
）
（（
（

。
ま

た
瀬
川
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
、
大
島
廣
志
を
中
心
と
す
る
民
話
と
文
学
の

会
も
、
現
代
の
民
話
に
注
意
を
注
ぎ
続
け
る
。
機
関
誌
「
民
話
と
文
学
」
の

二
〇
号
（
民
話
と
文
学
の
会
、一
九
八
八
）
の
特
集
「
語
ら
れ
た
現
代
」
で
は
、

重
信
幸
彦
に
論
文
を
依
頼
す
る
な
ど
、
現
代
の
民
話
を
活
発
に
対
象
化
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
「
わ
た
し
た
ち
の
い
ま
・
こ
こ
を
理
解
す
る
た
め
の
民
話
」

と
い
う
視
座
が
、「
現
代
伝
説
」
の
提
唱
の
根
底
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
う
し
て
こ
の
ま
な
ざ
し
は
、
話
が
生
成
・
展
開
す
る
〈
場
〉
へ
の
ま

な
ざ
し
と
な
っ
て
、
従
来
の
口
承
文
芸
研
究
の
持
っ
て
い
た
〈
話
型
〉
へ

の
こ
だ
わ
り
を
越
え
る
可
能
性
も
持
っ
て
い
た
。
池
田
は
先
の
「
解
説
」

の
第
三
節「
使
い
回
す
言
説
を
超
え
る
た
め
に
」で
は
、〈
話
型
〉や
モ
テ
ィ
ー

フ
の
共
通
性
の
み
を
重
視
し
、
現
代
社
会
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
無
自
覚
な

「
都
市
伝
説
研
究
」
に
苦
言
を
呈
し
て
い
る
。
ま
た
シ
リ
ー
ズ
を
通
し
て
、

「
ハ
ナ
シ
に
な
ら
な
い
ハ
ナ
シ
」
と
し
て
、
説
話
と
し
て
完
成
す
る
以
前
の

う
わ
さ
の
段
階
に
あ
る
ハ
ナ
シ
を
積
極
的
に
と
り
あ
げ
、
そ
の
背
後
に
あ

る
話
の
〈
場
〉
を
考
察
し
て
い
こ
う
と
す
る
編
集
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
「
現
代
伝
説
」
は
、「
都
市
伝
説
」
に
代
わ
る
学
術
用
語
と
し

て
、
口
承
文
芸
研
究
プ
ロ
パ
ー
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
日
本
口

承
文
芸
学
会
が
編
ん
だ
入
門
書
『
こ
と
ば
の
世
界
』（
全
四
巻
、
三
弥
井
書

店
、二
〇
〇
七
）
で
は
、三
巻
「
は
な
す
」
所
収
の
飯
島
吉
晴
「
現
代
伝
説
」

を
は
じ
め
と
し
て
、全
巻
に
お
い
て
「
現
代
伝
説
」
の
語
が
用
い
ら
れ
、「
都

市
伝
説
」
は
そ
の
同
義
語
と
し
て
限
定
的
に
説
明
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

が
、
し
か
し
一
方
で
「
現
代
伝
説
」
は
、「
都
市
伝
説
」
を
克
す
る
語
と

し
て
世
間
に
広
ま
っ
て
は
い
か
な
か
っ
た）

（（
（

。「
都
市
伝
説
」
の
語
が
商
業
メ

デ
ィ
ア
で
広
ま
っ
た
原
因
に
は
、「
都
市
」
が
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
な
情

報
や
犯
罪
、
セ
ッ
ク
ス
、
陰
謀
、
怨
念
、
因
縁
と
い
っ
た
、
薄
暗
く
下
世
話

な
興
味
関
心
が
存
在
す
る
秘
密
め
い
た
〈
場
〉
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
、
多

く
の
読
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
中
立
的
な
語
で
あ
る

「
現
代
」
が
、
興
味
本
位
の
読
者
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
負
の
興
味
関
心
の

受
け
皿
と
し
て
は
物
足
り
な
く
感
じ
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
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そ
し
て
口
承
文
芸
研
究
に
お
い
て
も
「
現
代
伝
説
」
は
、「
日
本
の
現

代
伝
説
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
」
の
シ
リ
ー
ズ
な
ど
に
お
い
て
口
頭
伝
承
資
料
の

収
集
・
分
類
と
批
評
を
行
な
っ
た
後
、
話
型
ご
と
の
「
現
代
伝
説
」
の
各

論
に
お
い
て
は
活
発
な
論
が
立
て
ら
れ
る
が
、
現
代
社
会
の
心
意
を
問
う
、

「
我
々
に
と
っ
て
現
代
伝
説
と
は
何
な
の
か
」
と
い
う
問
い
は
深
化
し
て

い
か
な
い
ま
ま
に
停
滞
し
て
い
く
。

山
田
厳
子
や
高
木
史
人
は
一
柳
前
掲
書
掲
載
の
論
文
で
、「
都
市
伝
説
」「
現

代
伝
説
」
研
究
が
各
論
の
隘
路
に
は
ま
り
込
ん
だ
原
因
は
、「
ア
ン
ケ
ー
ト
」

と
い
う
資
料
収
集
の
手
法
の
限
界
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
山

田
論
文
「「
社
交
」
と
「
ふ
る
ま
い
」」
で
は
、児
童
社
交
と
い
う
話
の
〈
場
〉

に
お
け
る
「
学
校
の
怪
談
」
の
あ
り
よ
う
へ
の
注
目
の
必
要
を
指
摘
し
、
高

木
論
文
「
怪
談
の
階
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

段
」
は
、
児
童
生
徒
か
ら
の
筆
記
ア
ン
ケ
ー
ト
や

読
者
か
ら
の
投
稿
資
料
に
よ
っ
て
研
究
を
進
め
て
き
た
「
学
校
の
怪
談
」
は
、

そ
う
し
た
話
の
〈
場
〉
の
分
析
を
な
お
ざ
り
に
し
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
と
指
摘
す
る
。
山
田
と
高
木
の
指
摘
は
、「
学
校
の
怪
談
」
を
「
都
市
伝
説
」

「
現
代
伝
説
」
に
置
き
換
え
て
も
十
分
に
通
用
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

急
い
で
付
け
加
え
る
が
、
効
率
的
な
ア
ン
ケ
ー
ト
と
い
う
手
法
で
基
礎

資
料
を
集
め
る
と
い
う
方
法
は
正
し
か
っ
た
は
ず
だ
。
し
か
し
、
書
か
れ

た
文
字
で
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
の
資
料
は
、
そ
の
話
が
息
づ
い
て
い
る
〈
声
〉

の
現
場
と
は
や
は
り
距
離
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う）

（（
（

。
山
田
・
高
木

の
提
言
は
単
な
る
過
去
の
批
判
で
は
な
く
、
口
承
文
芸
研
究
に
お
け
る
学

校
の
怪
談
・
都
市
伝
説
・
現
代
伝
説
研
究
の
新
た
な
展
望
を
示
し
て
い
る

と
受
け
止
め
て
お
き
た
い
。

同
時
代
の
研
究
動
向
を
少
し
整
理
し
て
お
く
。
一
九
八
八
年
結
成
の
世

間
話
研
究
会
は
、
重
信
や
山
田
、
小
池
淳
一
、
齊
藤
純
ら
「
都
市
伝
説
」

の
提
唱
者
に
近
し
い
研
究
者
と
、
大
島
や
常
光
、
高
津
、
渡
辺
、
飯
島
、

長
野
晃
子
、
米
屋
陽
一
ら
「
現
代
伝
説
」
に
近
し
い
研
究
者
を
包
括
す

る
議
論
の
場
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
重
信
ら
と
近
し
い
歴
史

社
会
学
者
の
佐
藤
健
二
は
『
流
言
蜚
語
』（
有
信
堂
高
文
社
、
一
九
九
五
）

に
お
い
て
流
言
の
生
成
・
伝
播
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
民
俗
学
的
想
像
力
と
絡

め
て
論
じ
る
、
口
承
文
芸
研
究
と
関
連
深
い
著
作
を
ま
と
め
て
い
る
。

一
九
九
〇
年
代
前
半
の
、
エ
イ
ズ
キ
ャ
リ
ア
、
地
震
・
火
山
噴
火
予
言
、

汚
染
タ
イ
米
等
の
流
言
の
流
行
を
契
機
に
、
社
会
心
理
学
に
よ
る
流
言
研

究
も
相
次
い
で
発
表
さ
れ
た
。
川
上
善
郎
、佐
藤
達
哉
、松
田
美
佐
ら
「
う

わ
さ
と
ニ
ュ
ー
ス
の
研
究
会
」
や
、
三
隅
譲
二
、
市
川
孝
一
、
廣
井
脩
、

早
川
洋
行
ら
が
、
主
に
社
会
不
安
や
パ
ニ
ッ
ク
を
醸
成
す
る
流
言
に
つ
い

て
の
分
析
と
発
言
を
行
な
っ
て
い
た）

（（
（

。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
も
商
品
化
す
る
か
た
ち
で
、「
都
市
伝

説
」
は
消
費
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
九
五
年
の
阪
神
大

震
災
、
オ
ウ
ム
真
理
教
の
地
下
鉄
テ
ロ
事
件
を
境
に
、
加
熱
し
て
い
た
都

市
伝
説
の
ブ
ー
ム
も
退
潮
し
て
い
く
。
オ
ウ
ム
事
件
以
降
、
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
が
超
常
現
象
や
精
神
世
界
に
関
す
る
テ
ー
マ
の
取
り
扱
い
を
自
粛
し
て

い
っ
た
こ
と
と
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。

五　
「
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か
は
あ
な
た
次
第
で
す
」

　
　

―
二
〇
一
〇
年
前
後

―

「
都
市
伝
説
」
の
ブ
ー
ム
は
公
の
商
業
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
沈
静
化
し
、
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世
の
中
は
二
一
世
紀
を
迎
え
た
。
確
か
に
商
品
と
し
て
の
「
都
市
伝
説
」
は

表
舞
台
か
ら
姿
を
消
し
て
い
た
が
、「
都
市
伝
説
」
へ
の
は
興
味
関
心
は
、

個
人
の
レ
ベ
ル
で
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
た
。
一
九
九
〇
年
代
後

半
か
ら
盛
ん
に
な
り
始
め
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、個
人
の「
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
」
や
巨
大
掲
示
板
等
に
、
怪
談
や
都
市
伝
説
を
集
め
て
考
察
す
る
サ
イ
ト

や
ス
レ
ッ
ド
が
開
設
さ
れ
、
人
気
を
博
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
平
成
元
年
前
後

の
第
一
次
都
市
伝
説
ブ
ー
ム
の
世
代
が
趣
味
的
に
開
設
・
運
営
し
た
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
そ
こ
か
ら
「
杉
沢
村
」
や
「
く
ね
く
ね
」
と
い
っ
た
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
独
自
の
怪
談・都
市
伝
説
が
生
成
さ
れ
た）

（（
（

。そ
う
し
た
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
ネ
タ
を
拾
っ
て
編
集
さ
れ
た
都
市
伝
説
関
係
本
も
、
同
時
期
に
早

く
も
刊
行
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
そ
う
し
た
「
人
気
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
の
書
籍
化
が
、

二
〇
〇
二
年
頃
よ
り
相
次
い
で
行
な
わ
れ）

（（
（

、
著
者
の
宇
佐
和
通
や
松
山
ひ
ろ

し
ら
は
「
都
市
伝
説
ラ
イ
タ
ー
」
の
肩
書
で
新
聞
・
雑
誌
に
記
事
を
発
表
す

る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
第
一
次
の
ブ
ー
ム
か
ら
約
一
〇
年
後
、
商
業
メ

デ
ィ
ア
に
第
二
次
「
都
市
伝
説
」
ブ
ー
ム
が
訪
れ
、二
〇
〇
五
年
頃
よ
り
「
都

市
伝
説
」
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
手
軽
に
ネ
タ
を
拾
っ
て
作
ら
れ
る

雑
誌
や
ム
ッ
ク
に
流
用
さ
れ
、
大
量
の
「
都
市
伝
説
」
本
が
コ
ン
ビ
ニ
等

に
流
通
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

若
者
の
間
に
先
行
し
て
い
た
「
都
市
伝
説
」
を
商
業
メ
デ
ィ
ア
が
広
め

た
第
一
次
ブ
ー
ム
と
は
異
な
り
、
第
二
次
ブ
ー
ム
で
は
商
業
メ
デ
ィ
ア
が

主
体
と
な
っ
て
、
す
で
に
資
料
化
さ
れ
た
「
都
市
伝
説
」
を
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
新
た
に
生
成
さ
れ
た
話
や
ラ
イ
タ
ー
や
作
家
の
創
作
し
た
話

と
を
区
別
せ
ず
に
、
前
回
の
ブ
ー
ム
を
知
ら
な
い
世
代
に
向
け
て
発
信
し

た
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
の
「
都
市
伝
説
」
に
は
、
口
伝
え
で
世
間
に
囁

か
れ
た
説
話
、
と
い
う
含
意
は
失
わ
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ
る
。
雑
誌

「A
ERA

」
連
載
「
都
市
伝
説
探
偵
団
」（
の
ち
、
ア
エ
ラ
都
市
伝
説
探
偵

団
『
都
市
伝
説
探
偵
団
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
五
）
は
、「
都
市
伝
説
」

の
真
偽
を
レ
ポ
ー
ト
す
る
企
画
だ
が
、
そ
こ
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
「
都
市

伝
説
」は「
緑
色
は
目
に
い
い
？
」「
生
理
は
伝
染
す
る
？
」と
い
っ
た
俗
信
・

俗
説
の
類
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
お
い
て
「
都
市
伝
説
」
は
単
に
「
真
偽
不

明
の
不
思
議
な
話
・
怖
い
話
」
を
総
称
す
る
、
な
ん
で
も
あ
り
の
ジ
ャ
ン

ル
と
な
っ
て
い
く）

（（
（

。

そ
う
し
て
「
都
市
伝
説
」
は
商
業
メ
デ
ィ
ア
で
の
流
通
を
通
じ
て
、
従

来
「
陰
謀
論
」
と
い
わ
れ
て
き
た
偏
見
に
満
ち
た
疑
似
歴
史
学
の
領
域
と

合
流
を
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。「
陰
謀
論
」
と
は
、強
力
な
権
力
（
国
家
・

政
府
・
国
際
企
業
・
宗
教
団
体
・
秘
密
結
社
）
等
が
、
世
間
の
目
を
欺
い

て
事
象
を
操
作
し
て
私
利
を
貪
り
、
真
実
を
隠
蔽
し
て
い
る
と
す
る
歴
史

観
に
基
づ
く
主
張
で
あ
る
。「
な
ん
で
も
あ
り
」
と
な
っ
た
「
都
市
伝
説
」

は
、
日
常
の
説
話
で
あ
っ
た
原
義
を
乖
離
し
て
、
世
界
の
〈
裏
面
〉
を
語

る
と
称
す
る
世
界
的
な
ス
ケ
ー
ル
の
「
陰
謀
論
」
と
の
近
接
を
深
め
て
い

く
。
こ
こ
に
至
っ
て
「
都
市
伝
説
」
は
、
も
は
や
「
オ
カ
ル
ト
」
の
言
い

換
え
と
し
て
す
ら
使
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。

　

そ
う
し
た「
都
市
伝
説
」ブ
ー
ム
の
総
仕
上
げ
は
、冒
頭
に
も
挙
げ
た「
都

市
伝
説
芸
人
」
を
名
乗
る
セ
キ
ル
バ
ー
グ
こ
と
関
暁
夫
で
あ
る
だ
ろ
う
。

お
笑
い
の
ト
ー
ク
ラ
イ
ブ
で
「
都
市
伝
説
」
を
語
り
始
め
た
関
は
、
話
術
を

も
っ
て
第
一
次
の
ブ
ー
ム
を
知
ら
な
い
中
高
生
の
世
代
に
「
都
市
伝
説
」
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を
広
め
た
、
都
市
伝
説
ブ
ー
ム
の
火
付
け
役
で
あ
る
。
し
か
し
関
の「
都
市

伝
説
」は
、「
9
・
11
テ
ロ
は
ア
メ
リ
カ
の
陰
謀
」「
ア
ポ
ロ
11
号
は
月
に
行
っ

て
い
な
い
」
等
、
強
く
「
陰
謀
論
史
観
」
を
な
ぞ
る
も
の
で
あ
る
。
関
は
そ

の
よ
う
な“
妄
言
”を
、
意
見
や
創
作
で
は
な
く
し
て
、
巷
の「
都
市
伝
説
」

の
伝
聞
と
し
て
つ
た
え
、さ
ら
に「
信
じ
る
か
信
じ
な
い
か
は
あ
な
た
次
第
」

と
い
う
フ
レ
ー
ム
を
建
前
に
す
る
こ
と
で
、
嘘
や
偏
見
を
出
版
や
テ
レ
ビ

番
組
で
発
信
し
な
が
ら
、
そ
の
責
任
か
ら
逃
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
「
陰
謀
論
」
的
思
考
が
視
聴
者
の
娯
楽
と

し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
世
の

中
の
事
象
に
対
し
、
そ
の
歴
史
性
の
検
証
な
ど
を
省
略
し
、
自
ら
の
感
性

の
み
に
基
づ
い
て
、
す
な
わ
ち
「
あ
な
た
次
第
」
で
世
間
を
定
位
し
て
い

く
思
考
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
人
の
抱
え
る
「
小
さ
な
物
語
」
が
、
他
者

に
優
先
し
て
基
準
と
な
る
、
物
語
的
世
界
観
へ
の
回
帰
で
あ
る）

（（
（

。
そ
れ
は

柳
田
國
男
の
世
間
話
研
究
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
誰
か
の
口
真
似
し
か
で

き
な
い
」
状
況
へ
の
、
二
一
世
紀
的
な
再
帰
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
複
雑
で
曖
昧
な
歴
史
を
、
因
果
・
因
縁
に
単
純
化
し
て
い
く

と
い
う
点
で
、
宗
教
者
の
語
り
に
も
相
似
し
て
い
る
。

六
・
ま
と
め　
「
都
市
伝
説
」
の
可
能
性

　
　

―
二
〇
一
三
年
以
後

―

こ
こ
ま
で
、
現
在
口
承
文
芸
研
究
者
が
食
傷
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
商

業
的
な
「
都
市
伝
説
」
の
推
移
を
辿
っ
て
来
た
。
こ
こ
で
考
え
て
い
き
た

い
の
は
、「
都
市
伝
説
」
と
と
も
に
手
放
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
の
再
帰
で

あ
る
。
柳
田
國
男
の
世
間
話
研
究
が
「
自
ら
の
考
え
を
自
ら
の
こ
と
ば
で

表
せ
る
、
選
挙
民
の
育
成
」
を
目
標
と
す
る
国
語
教
育
の
改
良
に
向
か
う

用
語
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば）

（（
（

、
口
承
文
芸
研
究
は
現
行
の
「
都
市
伝
説
」

の
痩
せ
た
こ
と
ば
と
い
か
に
切
り
結
び
、
歴
史
の
重
層
性
や
自
明
性
を
回

復
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
選
ば

れ
た
は
ず
の
「
現
代
伝
説
」
の
量
的
な
敗
北
は
、
わ
れ
わ
れ
が
圧
倒
的
な

消
費
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
で
生
み
出
さ
れ
る
、
商
品
と
し
て
の
こ
と
ば
に

あ
ら
が
う
方
法
を
手
に
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

「
都
市
伝
説
」
が
、
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
た
商
品
と
し
て
着
々
と
プ
ロ

ダ
ク
ツ
さ
れ
る
体
勢
が
、
ラ
イ
タ
ー
集
団
な
ど
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
て
い

る
今
、
民
俗
学
／
口
承
文
芸
研
究
は
い
か
な
る
と
こ
ろ
か
ら
戦
え
る
か
。

そ
の
活
路
は
、
再
び
、
口
頭
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
生
起
す
る
契
機

と
し
て
「
都
市
伝
説
／
現
代
伝
説
」
を
捉
え
、
そ
う
し
た
〈
場
〉
の
ダ
イ

ナ
ミ
ズ
ム
や
「
口
の
文
芸
」
を
問
う
姿
勢
、〈
声
〉
や
〈
身
体
〉
か
ら
ハ

ナ
シ
を
解
き
ほ
ぐ
す
可
能
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

注（
1
） 

こ
う
し
た
「
B
級
実
話
誌
」「
ビ
ジ
ュ
ア
ル
系
実
話
誌
」
と
い
う

メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
、
飯
倉
義
之
「
都
市
伝
説
は
陰
謀
す
る
―

二
〇
〇
〇
年
代
後
半
の
「
都
市
伝
説
」
ブ
ー
ム
・
走
り
書
き
―
」『
口

承
文
芸
研
究
』
三
一
、日
本
口
承
文
芸
学
会
、二
〇
〇
八
で
触
れ
た
。

（
2
） 

テ
レ
ビ
東
京
系
列
「
や
り
す
ぎ
コ
ー
ジ
ー
」、
二
〇
一
一
年
九
月
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十
四
日
放
送
回
で
の
発
言
。
な
お
「
芸
人
都
市
伝
説
」
を
放
送
し

て
き
た
同
番
組
は
、
こ
の
回
を
も
っ
て
放
送
を
終
了
し
た
。

（
3
） 
重
信
幸
彦
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
以
下
、
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
著
作

の
翻
訳
事
情
に
つ
い
て
は
、
本
誌
収
録
重
信
論
文
も
参
照
。

（
4
） 

石
井
正
己
「
口
承
文
芸
研
究
の
現
状
と
課
題　

1
」
野
村
純
一
・

編
『
昔
話
・
伝
説
必
携
』
学
燈
社
、
一
九
九
二
、一
八
一
頁
。

（
5
） 

例
え
ば
野
村
純
一
の
以
下
の
よ
う
な
姿
勢
と
、
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の

そ
れ
と
は
確
実
に
響
き
合
う
だ
ろ
う
。

「
世
間
話
」と
か
「
噂
話
」、あ
る
い
は
近
ご
ろ
用
い
ら
れ
る「
都
市

伝
説
」と
い
っ
た
類
の
概
念
に
、私
は
も
と
も
と
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー

ン
を
見
出
す
の
を
基
本
に
し
て
い
る
。
い
さ
さ
か
頑
迷
か
も
し
れ

ぬ
が
、
相
変
わ
ら
ず
こ
れ
に
固
執
し
て
い
る
。
理
由
は
す
こ
ぶ
る

簡
明
で
あ
る
。
結
局
は
そ
れ
を
諾
わ
な
け
れ
ば
、
話
は
話
と
し
て

生
成
、
成
立
し
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（「『
野
村
純

一
著
作
集
』七
、清
文
堂
、二
〇
一
二（
初
出
一
九
九
五
）、七
三
頁
）

（
6
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
誌
収
録
渡
部
論
文
を
参
照
。

（
7
） 

平
成
元
年
前
後
の
民
俗
学
の
刷
新
運
動
の
挫
折
に
は
、
訳
者
ら
刷

新
運
動
派
が
行
な
っ
た
、
既
存
の
民
俗
学
界
へ
の
過
激
な
挑
発
行

為
へ
の
反
発
も
多
分
に
あ
っ
た
は
ず
だ
。
そ
の
是
非
は
置
く
と
し

て
、
内
容
の
正
否
以
前
に
そ
の
「
お
行
儀
の
悪
さ
」
か
ら
、
議
論

そ
の
も
の
が
感
情
的
に
拒
否
さ
れ
た
面
は
否
め
な
い
。

（
8
） 

同
時
期
の
代
表
的
な
資
料
を
挙
げ
る
。『
別
冊
宝
島
92　

う
わ
さ
の

本
』JICC

出
版
、一
九
八
九
。
石
丸
元
章
『
ウ
ワ
サ
を
追
い
こ
せ
！
』

JICC

出
版
、
一
九
八
九（
一
九
九
一
、一
九
九
三
に
続
刊
刊
行
）。
北

野
誠『
噂
の
定
番
』
メ
タ
モ
ル
出
版
、一
九
九
〇
。
ト
ウ
キ
ョ
ウ・ル
ー

マ
ー
ズ『
東
京
の
噂
』
ク
ラ
ブ
ハ
ウ
ス
、
一
九
九
〇（
一
九
九
一
に
続

刊
三
冊
、
一
九
九
五
に
続
巻
一
冊
を
刊
行
）。
ぽ
に
ー
て
ー
る『
テ
レ
ビ

の
う
わ
さ
』双
葉
社
、一
九
九
二
。
ラ
ン
ダ
ム
プ
レ
ス『
巷
の
ウ
サ
ワ

大
全
』日
本
文
芸
社
、一
九
九
三
。Lem

on

編
集
部
『
女
子
高
生
の
ウ

ワ
サ
』学
習
研
究
社
、
一
九
九
三
。
南
原
企
画『
怪
・
情
報
』北
宋
社
、

一
九
九
三（
一
九
九
四
に
続
巻
三
冊
を
刊
行
）。
桐
生
静
＋
光
栄
カ
ル

ト
倶
楽
部
『
都
市
に
は
び
こ
る
奇
妙
な
噂
』
光
栄
、一
九
九
四
、な
ど
。

（
9
） 「
は
が
き
職
人
」
な
ど
と
い
わ
れ
る
読
者
／
リ
ス
ナ
ー
共
同
体
か

ら
生
起
す
る
、
雑
誌
投
稿
欄
や
ラ
ジ
オ
D 

J
―
リ
ス
ナ
ー
関
係
の

作
り
上
げ
る
〈
場
〉
は
、
現
在
も
健
在
で
あ
る
。
そ
う
し
た
〈
場
〉

か
ら
の
世
間
話
の
生
成
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
も
例
が

あ
る
。
お
そ
ら
く
日
本
初
の
都
市
伝
説
で
あ
る
「
口
裂
け
女
」
と

同
時
期
の
一
九
七
〇
年
代
末
に
、
深
夜
ラ
ジ
オ
を
中
心
に
「
な
ん

ち
ゃ
っ
て
お
じ
さ
ん
」
の
目
撃
報
告
が
流
行
し
た
。
首
都
圏
の
混

雑
し
た
電
車
の
車
内
で
泣
く
・
歌
う
な
ど
の
奇
矯
な
行
動
を
と
っ
た

後
す
か
さ
ず
冷
静
な
表
情
に
戻
り
、「
な
ー
ん
ち
ゃ
っ
て
」
と
宣
言

し
て
、
こ
れ
ま
で
の
行
動
が
す
べ
て
芝
居
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
し

て
下
車
す
る
中
年
男
性
で
あ
る
「
な
ん
ち
ゃ
っ
て
お
じ
さ
ん
」
は
、

こ
う
し
た
投
稿
文
化
中
の
存
在
で
あ
る
。「
な
ん
ち
ゃ
っ
て
お
じ
さ

ん
」
と
「
人
面
犬
」
の
差
は
、
商
業
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
を
商
用
利
用

し
よ
う
と
し
て
成
功
し
た
か
否
か
の
差
で
あ
る
、
と
も
い
え
る
。
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（
10
） 

こ
の
時
期
の
「
都
市
伝
説
」
が
雑
誌
・
ラ
ジ
オ
の
投
稿
文
化
の
強

い
影
響
下
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
注
（
8
）
に
挙
げ
た
出
版
物
の
著

編
者
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ぽ
に
ー
て
ー
る
、Lem

on

編
集
部
、

南
原
企
画
は
い
ず
れ
も
少
女
向
け
情
報
誌
の
編
集
部
で
あ
り
、
ま

た
北
野
誠
は
関
西
地
区
で
高
い
人
気
を
持
つ
タ
レ
ン
ト
・
ラ
ジ
オ

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
で
あ
る
。

（
11
） 

的
場
浩
司
は
自
ら
テ
レ
ビ
等
で
、
二
〇
〇
七
年
前
後
に
一
部
メ
デ
ィ

ア
で
も
て
は
や
さ
れ
た
、
全
身
緑
色
の
「
ゴ
ム
人
間
」
の
目
撃
者

で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
芸
能
人
で
あ
る
以
上
、
一
種
の
芸
と
し

て
そ
う
し
た
語
り
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
が
、
的
場

が
「
そ
う
し
た
不
思
議
を
感
知
し
、
人
に
語
る
こ
と
が
好
き
な
人
」

で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
本
来
の
口
承
に
お
け
る
「
都

市
伝
説
」
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
「
都

市
伝
説
を
こ
の
ん
で
語
り
だ
す
／
創
り
出
す
主
体
」
が
存
在
す
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
都
市
伝
説
の
語
り
に
つ

い
て
は
、
渡
辺
節
子
「
情
報
と
民
話
―
タ
レ
ン
ト
が
話
す
怖
い
体

験
―
」（
福
田
晃
ほ
か
『
日
本
の
民
話
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界

思
想
社
、
二
〇
〇
〇
）
が
概
論
し
て
い
る
。

（
12
） 

こ
う
し
た
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
戦
略
の
中
心
に
は
「
シ
ン
ク
タ
ン
ク
」

の
存
在
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
株
式
会
社
パ
ル
コ
発
行
の
雑
誌
「
月

刊
ア
ク
ロ
ス
」
な
ど
で
は
こ
の
時
期
、
そ
う
し
た
シ
ン
ク
タ
ン
ク

が
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
を
通
じ
て
析
出
し
た
消
費
者
の
「
口
コ
ミ
」

を
利
用
し
た
商
品
開
発
の
提
案
が
毎
号
の
よ
う
に
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
宣
伝
手
法
は
現
在
、「
バ
イ
ラ
ル
・
マ
ー
ケ

テ
ィ
ン
グ
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
13
） 

ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
の
翻
訳
は
以
降
、
英
文
学
者
の
行
方
均
が
行
な
っ

て
い
く
（『
チ
ョ
ー
キ
ン
グ
・
ド
ー
ベ
ル
マ
ン
』、
一
九
九
〇
。『
メ

キ
シ
コ
か
ら
来
た
ペ
ッ
ト
』、
一
九
九
一
。『
く
そ
っ
！
な
ん
て
こ
っ

た
』、
一
九
九
二
。『
赤
ち
ゃ
ん
列
車
が
行
く
』、
一
九
九
七
。
い
ず

れ
も
新
宿
書
房
）。

（
14
） 「
学
校
の
怪
談
」
も
ま
た
、
後
述
す
る
「
現
代
の
民
話
」
へ
の
視
座

を
受
け
継
い
だ
研
究
の
視
角
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で

あ
る
。「
学
校
の
怪
談
」ブ
ー
ム
に
つ
い
て
は
、一
柳
廣
孝
編
著『「
学

校
の
怪
談
」
は
さ
さ
や
く
』
青
弓
社
、二
〇
〇
五
が
ま
と
め
て
い
る
。

（
15
） 

ブ
レ
ー
ド
ニ
ヒ
『
悪
魔
の
ほ
く
ろ
』
原
著
、
一
九
九
一
。
白
水

社
、
一
九
九
二
。
同
『
ジ
ャ
ン
ボ
・
ジ
ェ
ッ
ト
の
ネ
ズ
ミ
』
原
著
、

一
九
九
一
。
白
水
社
、
一
九
九
三
。

（
16
） 

池
田
香
代
子
・
大
島
廣
志
・
高
津
美
保
子
・
常
光
徹
・
渡
辺
節
子
『
ピ

ア
ス
の
白
い
糸
』
白
水
社
、
一
九
九
四
。
近
藤
雅
樹
・
高
津
・
常

光
・
三
原
幸
久
・
渡
部
『
魔
女
の
伝
言
板
』
白
水
社
、
一
九
九
五
。

池
田
・
大
島
・
高
津
・
常
光
・
渡
辺
『
走
る
お
ば
あ
さ
ん
』
白
水
社
、

一
九
九
六
．
岩
倉
千
春
・
大
島
・
高
津
・
常
光
・
渡
辺
『
幸
福
の
E
メ
ー

ル
』
白
水
社
、
一
九
九
九
。

（
17
） 「
学
校
の
怪
談
」「
現
代
伝
説
」と
民
話
運
動
と
の
系
譜
に
つ
い
て
は
、

野
村
典
彦「
民
話
運
動
と「
学
校
の
怪
談
」―
そ
の
思
想
性
を
め
ぐ
っ

て
―
」（
一
柳
前
掲
書
）
が
最
も
参
考
に
な
る
。
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（
18
） 

例
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
検
索
エ
ン
ジ
ン
「Google

」
で
完
全
語

順
一
致
検
索
す
る
と
、「
都
市
伝
説
」
の
ヒ
ッ
ト
数
約
一
二
八
〇
万

件
に
対
し
、「
現
代
伝
説
」
は
ヒ
ッ
ト
数
約
七
三
四
〇
件
と
、
格
段

の
差
が
あ
る
（
二
〇
一
二
年
一
〇
月
現
在
）。

（
19
） 〈
声
〉
の
現
場
を
と
ら
え
よ
う
と
試
み
た
資
料
と
し
て
、「
川
崎
の

世
間
話
」
調
査
団
『
川
崎
の
世
間
話
』
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
、

一
九
九
六
が
あ
る
。
ま
た
〈
場
〉
の
問
題
を
「
語
り
損
ね
た
こ
と
」

か
ら
再
照
射
し
た
試
み
と
し
て
、
大
門
哲
「「
校
長
先
生
、
人
、
殺

し
て
ん
」
―
少
女
は
何
を
語
り
損
ね
た
の
か
―
」「
加
能
民
俗
研
究
」

二
五
、
加
能
民
俗
の
会
、
一
九
九
四
が
重
要
で
あ
る
。

（
20
） 

主
な
著
作
・
論
文
を
挙
げ
る
。
三
隅
譲
二
「
都
市
伝
説
：
流
言
と

し
て
の
理
論
的
一
考
察
」「
社
会
学
評
論
」
四
二
―
一
（
日
本
社
会

学
会
、一
九
九
一
）。
松
田
美
佐「
噂
研
究
か
ら
噂
を
通
じ
た
研
究
へ
」

「
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
」
四
三
、
日
本
マ
ス
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
会
、
一
九
九
三
。
川
上
善
郎
『
う
わ
さ
が
走
る
』

サ
イ
エ
ン
ス
社
、
一
九
九
七
）。
川
上
・
佐
藤
達
哉
・
松
田
『
う
わ

さ
の
謎
』
日
本
実
業
出
版
社
、
一
九
九
七
。
市
川
孝
一
「
消
費
さ
れ

る
う
わ
さ
」「
日
本
語
学
」
一
七
―
一
、
明
治
書
院
、
一
九
九
八
。
廣

井
脩
『
流
言
と
デ
マ
の
社
会
学
』
文
芸
春
秋
、
二
〇
〇
一
。
早
川
洋

行
『
流
言
の
社
会
学
』
青
弓
社
、
二
〇
〇
二
、
な
ど
。

（
21
） 

こ
う
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
伝
承
に
対
し
、
諧
謔
味
の
あ
る

「
電
承
文
芸
」
と
い
う
呼
称
が
提
案
さ
れ
た
が
、
大
勢
の
賛
同
を
得

る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
竹
原
威
滋
「
電
承
文
芸
の
時
代
」「
伝
え
」

二
二
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
、
一
九
九
八
。
伊
藤
龍
平
「
ネ
ッ
ト

怪
談
「
く
ね
く
ね
」
考
―
世
間
話
の
電
承
に
つ
い
て
―
」「
世
間

話
研
究
」
一
八
、
世
間
話
研
究
会
、
二
〇
〇
八
な
ど
。

（
22
） 

バ
ン
ク
フ
ァ
イ
ブ
『
と
つ
ね
た
in’ 

97
』
青
人
社
、
一
九
九
七
。
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
恐
怖
探
検
隊
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
怪
談
』
い
れ

ぶ
ん
出
版
、
一
九
九
八
。
心
霊
科
学
探
偵
団
『
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
怪
談
』
工
学
社
、
一
九
九
八
、
な
ど
。

（
23
） 

宇
佐
和
通
『
あ
な
た
の
隣
の
「
怖
い
噂
」』
学
習
研
究
社
、

二
〇
〇
二
（
二
〇
〇
三
に
続
巻
刊
行
）。
同
『T

he

都
市
伝
説
』
新

紀
元
社
、
二
〇
〇
四
（
二
〇
〇
五
、二
〇
〇
七
に
続
巻
刊
行
）。
坂

木
俊
公
『
死
体
洗
い
の
ア
ル
バ
イ
ト
』
イ
ー
ス
ト
・
プ
レ
ス
、

二
〇
〇
三
。
松
山
ひ
ろ
し
『
3
本
足
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
』
イ
ー

ス
ト
プ
レ
ス
、
二
〇
〇
三
（
二
〇
〇
四
に
続
巻
刊
行
）、
な
ど
。

（
24
） 

こ
う
し
た
用
法
か
ら
嘘
・
捏
造
の
同
義
語
と
し
て
の
「
都
市
伝
説
」

が
出
現
す
る
と
思
わ
れ
る
。
本
誌
収
録
山
田
論
文
も
参
照
。

（
25
） 

こ
う
し
た
「
陰
謀
論
的
想
像
力
」
に
つ
い
て
は
、
別
稿
「
都
市
伝

説
化
す
る
「
想
像
力
」
―
「
大
き
な
物
語
の
喪
失
」
と
陰
謀
論
的

想
像
力
―
」『
比
較
日
本
文
化
研
究
』
一
五
、
比
較
日
本
文
化
研
究

会
、
二
〇
一
二
に
詳
述
し
た
。

（
26
） 
参
照
す
べ
き
論
文
は
多
い
が
、
重
信
幸
彦
「「
世
間
話
」
再
考
」「
日

本
民
俗
学
」
一
八
〇
、
日
本
民
俗
学
会
、
一
九
八
九
に
代
表
さ
せ

て
お
く
。

 
（
い
い
く
ら
・よ
し
ゆ
き
／
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）


