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石
井
啓
一
郎

セ
イ
イ
ェ
ド
モ
ジ
ュ
タ
パ
l
・ボ
ゾ
ル
グ
ア
ラ
ヴ
ィ

|
(
一
九

O
四
'
一
九
九
七
)
は
、

サ
l
デ
グ

・ヘ
ダ
l
ヤ

卜
よ
り
、
一
年
年
少
の
イ
ラ
ン
の
作
家
で
、
日
本
で

の
知
名
度
は
ま
だ
低
い
が
、
イ
ラ
ン
の
近
代
散
文
の

な
か
で
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
巨
匠
の
一
人
で
あ
る
。

テ
ヘ
ラ
ン
で
、
政
治
活
動
に
も
熱
心
で
あ
っ
た
パ
ー
ザ

ー
ル
商
人
の
家
に
生
ま
れ
た
彼
は
、

パ
ハ
ラ
ヴ
ィ
|
朝

帝
政
時
代
の
第

一
代
国
王
(
シ
ヤ
|
)
の
レ
ザ
|
-
シ
ャ

l
時
代
の
一
九
三
七
年
に
共
産
主
義
者
と
の
交
流

と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
行
っ
た
と
い
う
理

由
で
、
七
年
の
禁
固
刑
に
処
せ
ら
れ
、
レ
ザ
l

-

シ
ャ

ー
が
退
位
す
る
一
九
四
一
年
に
釈
放
さ
れ
る
ま
で
、

南
テ
ヘ
ラ
ン
に
あ
っ
た
ガ
ス
ル
監
獄
へ
収
監
さ
れ
る
。

一
九
五
三
年
に
モ
サ
ッ
デ
グ
政
権
が
ク
ー
デ
タ
ー

に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
と
き
、
彼
は
ち
ょ
う
ど
当
時
の

「東
ベ
ル
リ
ン
」
の
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
に
ペ
ル
シ
ア
語
・
ペ

ル
シ
ア
語
文
学
の
客
員
教
授
と
し
て
滞
在
し
て
い
た

が
、
以
後
彼
は
当
地
に
定
住
す
る。

そ
し
て
そ
の
後

の
イ
ラ
ン

・イ
ス
ラ
|
ム
革
命
、
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
、

ホ
メ
イ
ニ
|
の
死
去
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
崩
壊
と
冷
戦
の

終
結
、
東
西
ド
イ
ツ
再
統
合
、
な
ど
の
祖
国
と
世
界

の
歴
史
的
事
件
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、
九

三
歳
の
高
齢
で
一
九
九
七
年
に
「
統
一

ベ
ル
リ
ン
」
で

世
を
去
っ
た
。
亡
命
生
活
に
入
っ
て
世
を
去
る
ま
で

に
、
再
び
イ
ラ
ン
を
訪
れ
た
の
は
、
一
九
七
九
年
、

一
九
八

O
年
、
そ
し
て
一
九
九
三
年
の
三
度
だ
け

で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
訳
出
し
た
「待
望
」
は
、
作
者
が
一
九
四
一

年
に
釈
放
さ
れ
た
の
ち
に
刊
行
し
た
短
編
集
『
獄

中
の
紙
片
』
所
収
の
一
篇
で
あ
る
。
本
書
は

五
篇
の

作
品
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
必
ず
し
も
獄

中
と
い
う
「
異
界
」
に
お
け
る
、
権
力
の
非
人
道
性
、や

堵
虐
性
を
告
発
す
る
と
言
っ
た
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
的

な
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
そ
う
し
た
「
権
力
」
に
よ
る

虐
待
の
実
態
へ
の
批
判
を
展
開
し
な
が
ら
、
己
の
信

条
の
正
統
性
や
闘
争
的
抵
抗
を
殊
更
に
主
張
す
る

た
め
の
道
具
立
て
と
し
て
「
獄
中
」
に
舞
台
を
設
定

し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
無
論
、
こ
こ
に
は
当
時
の

刑
事
行
政
や
司
法
の
未
発
達
や
恐
意
性
(た
と
え
ば
、

殺
人
の
よ
う
な
重
大
事
案
に
お
い
て
す
ら
証
拠
採
用
や

事
実
審
の
や
り
方
が
極
め
て
粗
雑
で
あ
る
、
な
ど
)
、
そ

れ
ゆ
え
の
不
正
義
と
い
っ
た
問
題
へ
の
批
判
的
視
線

も
示
さ
れ
て
は
い
る
。
だ
が
、
本
書
は
一
義
的
に
は
、

牢
獄
と
い
う
非
日
常
の
空
間
に
隔
離
さ
れ
て
し
ま
っ

た
「
政
治
犯
」
の
作
者
の
目
を
通
し
て
、
ニ

O
世
紀

前
半
の
イ
ラ
ン
社
会
に
生
き
た
人

々
の
風
景
や
哀

歓
を
描
い
た
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
「
獄
中
文
学
」
と
い
う
、
あ
る
意
味
て

は
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
化
し
易
い
舞
台
設
定
の
は
ず
が
、
こ

の
ア
ラ
ヴ
ィ

l
の
作
品
の
場
合
に
は、

意
外
に
お
よ

そ
七
十
年
前
の
イ
ラ
ン
の
政
治
的
位
相
は
も
ち
ろ

ん
、
生
活
文
化

・
風
俗
誌
的
な
背
景
な
ど
へ
の
実
感

が
乏
し
い
と
読
み
に
く
い
部
分
が
生
じ
て
、
現
代
の

日
本
人
に
と
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
文
学
作
品
と
し
て
の

感
情
移
入
で
き
る
か
、
共
感
で
き
る
か
と
い
う
問
題

に
難
し
さ
が
生
ず
る
よ
、
7
に
も
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
味
で
は
獄
中
に
あ
っ
て
、
外
界
(
俗
な
言
い
方
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を
す
れ
ば
「
裟
婆
」
)
に
残
し
た
女
性
を
め
ぐ
っ
て
思
い

詰
め
て
ゆ
く
な
か
で
発
狂
す
る
人
聞
を
描
い
た
本

篇
は
、
こ
の
短
編
集
の
な
か
で
は
、
も
っ
と
も

日
本
の

一
般
読
者
に
ア
ラ
ヴ
ィ

l
の
受
容
を
促
す
意
味
で

は
、
妥
当
な
選
択
で
は
な
い
か
と
思
料
し
選
定
し
た

次
第
で
あ
る
。

な
お
ア
ラ
ヴ
ィ

l
は
、
一
九
四
一
年
の
出
獄
後
、

そ
し
て
レ
ザ
l

-
シ
ャ
l

退
位
後
の
イ
ラ
ン
に
お
い
て
、

一
九
五
三
年
ま
で
の
期
間
、
政
治
的
意
味
も
含
め

て
彼
の
作

品
が
物
議
を
醸
し
た
場
面
も
あ
り
、
ア

ク
テ
ィ
ヴ
ィ
ス
ト
と
し
て
の
多
く
の
政
治
的
な
姿
勢
、

個
人
の
思
想
信
条
、
、
さ
ら
に
は
感
性
的
な
文
学
者

と
し
て
の
創
作
の
姿
勢
・手
法
、
と
い
っ
た
問
題
を
整

理
し
て
、
こ
の
巨
匠
の
創
作
を
読
み
解
い
て
ゆ
く
う

え
に
は
、
多
く
の
問
題
が
あ
り
、
限
ら
れ
た
紙
幅
の

な
か
で
そ
れ
を
要
約
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
現

時
点
で
、
筆
者
も
そ
れ
に
応
え
る
だ
け
の
充
分
な

定
見
を
持
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
が
偽
ら
ざ
る
と



こ
ろ
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
筆
者
が
現
時
点
で
ア
ラ
ヴ
ィ
l

の
作
品
を
概
括
的
に
評
す
る
こ
と
に
は
危
険
を
伴

う
が
、
ひ
と
つ
の
仮
説
と
し
て
今
書
け
る
こ
と
は
、
ア

ラ
ヴ
ィ
l
の
作
品
は
彼
の
外
面
的
な
「
玖
治
的
人
間
」

と
し
て
の
行
動
の
み
に
目
を
取
ら
れ
過
ぎ
て
い
る
と
、

彼
の
文
学
の
よ
り
深
い
部
分
を
見
誤
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
ラ
ヴ
ィ
l
の
作
品
を

読
ん
で
感
じ
る
の
は
、
確
か
に
ニ

O
世
紀
の
非
ソ
ヴ

ィ
エ
ト
的
な
左
翼
知
識
人
に
独
特
な
、
あ
る
種
の

「正
義
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
(
こ
れ
は
か
ぎ
括
弧
つ
き
の
概

念
と
し
て
留
保
を
加
え
て
置
く
が
)
と
い
う
価
値
観
に

敏
感
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
も
の
の
、
彼
の

作
品
に
は
、
意
外
に
ド
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
玖
治
性
に

固
執
す
る
こ
と
の
な
い
、
や
や
人
情
モ
ノ
的
に
過
ぎ

る
よ
う
な
素
朴
さ
と
直
裁
さ
、
あ
る
い
は
人
間
の
も

つ
暗
部
や
狂
気
を
扶
る
筆
致
、
と
言
っ
た
文
学
的
技

量
に
関
し
て
、
過
度
に
伝
記
的
な
事
実
と
絡
め
て

彼
を
「
政
治
作
家
」
と
決
め
つ
け
て
読
ま
出
方
が
、
作

品
に
対
す
る
良
心
的
で
、
偏
り
の
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ

に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
、
現
時
点
で
筆
者
は
愚
考

す
る
次
第
で
あ
る
。

待望(イラン)解説

〈
付
記
〉

ア
ラ
ヴ
ィ
l
ゆ
か
り
の
ガ
ス
ル
監
獄
は
、
ニ

O
O

六
年
に
筆
者
が
テ
ヘ
ラ
ン
へ
行
っ
た
お
り
に
、
解
体
中

で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
筆
者
に
同
道
し
て
く
れ
た
運

転
手
氏
の
話
に
よ
れ
ば
、
同
監
獄
は
そ
の
時
点
で
軍

の
管
轄
と
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
絶
対
に
写
真
撮

影
は
し
な
い
よ
う
に
と
釘
を
さ
さ
れ
、
高
い
フ
ェ
ン
ス

で
覆
わ
れ
た
隙
聞
か
ら
、
わ
ず
か
に
古
い
監
獄
の
監

視
塔
ら
し
き
建
物
を
見
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。

あ
の
解
体

工
事
が
所
定
の
「工

程
」
ど
お
り
解
体
さ

れ
て
い
る
な
ら
(
イ
ラ
ン
で
は
こ
の
種
の
工
事
に
大
幅
な

返
れ
が
生
じ
る
こ
と
も
珍
し
く
な
い
ら
し
い
が
)
、
も
う

同
監
獄
は
姿
を
消
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
、7。
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