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文
学
は
遊
戯
か

―
芥
川
龍
之
介
と
『
新
思
潮
』
派
の
同
人
た
ち

小
谷
瑛
輔

一
、
遊
戯
的
／
反
遊
戯
的
文
学
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
『
新
思
潮
』
派

　
『
新
思
潮
』
派
は
、
芥
川
龍
之
介
、
菊
池
寛
、
久
米
正
雄
を
輩
出
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
大
正
文
学
の
特
に
重
要
な
エ
コ
ー
ル
と
見
な
さ
れ
て
き

た
。
彼
ら
の
よ
う
な
若
き
文
学
グ
ル
ー
プ
は
、
え
て
し
て
「
創
作
へ
の
灼

熱
の
気

1
」
を
共
有
し
、「
互
い
に
刺
激
し
合

2
」
っ
た
「
友
情
」
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
そ
れ
も
誤
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ

が
、
こ
の
よ
う
に
顕
彰
の
物
語
と
し
て
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
題
材
に
お
い

て
は
、「
友
情
」
の
物
語
に
昇
華
し
に
く
い
不
一
致
を
連
想
さ
せ
る
も
の

は
見
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
。
し
か
し
、
彼
ら
を
一
人
一
人
独

自
の
矛
盾
や
問
題
を
持
ち
、
そ
れ
と
結
び
付
い
た
固
有
の
文
学
性
を
示
し

た
作
家
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
一
致
し
得
な
か
っ
た
点
や

葛
藤
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。

　

実
は
そ
の
一
端
が
、
第
四
次
『
新
思
潮
』
が
出
発
点
に
お
い
て
掲
げ
、

文
壇
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
た
主
張
に
お
い
て
、
既
に
示
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
そ
の
争
点
は
、
三
人
の
作
家
が
活
躍
し
た
期
間
全
体
を
通
し
て
問
題

で
あ
り
続
け
た
。

　

文
芸
誌
で
最
初
に
公
に
さ
れ
た
第
四
次
『
新
思
潮
』
に
つ
い
て
の
評
は
、

青
頭
巾
「
読
ん
だ
も
の

3
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
、
五
人
の
同
人

は
「
文
学
は
遊
戯
で
は
無
い

―
と
い
ふ
事
を
信
条
と
し
て
居
る
人
々
」

と
紹
介
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
出
発
点
に
お
い
て
、
反
「
遊
戯
」
的
文
学
グ

ル
ー
プ
と
し
て
文
壇
に
登
場
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
な

ぜ
彼
ら
は
反
「
遊
戯
」
的
だ
と
見
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

青
頭
巾
の
こ
の
認
識
は
、
第
四
次
『
新
思
潮
』
創
刊
号
の
巻
頭
作
、
成

瀬
正
一
「
骨
晒
し

4
」
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、「
若
し

芸
術
を
愛
す
る
な
ら
、
芸
術
に
信
仰
を
持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
信
仰

で
な
い
芸
術
は
、
遊
戯
だ
。
気
分
と
か
情
調
と
か
云
ふ
人
は
遊
戯
を
し
て

居
る
の
だ
」
と
、
一
つ
の
積
極
的
な
芸
術
観
が
登
場
人
物
の
言
葉
と
し
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
。
青
頭
巾
は
、
ま
さ
に
こ
の
箇
所
を
引
用
し
た
上
で

「
こ
の
言
葉
に
は
、
自
分
も
全
く
同
感
で
あ
る
。
思
ふ
に
、
此
の
作
は
、

作
者
の
此
後
の
作
の
序
論
と
し
て
見
る
可
き
で
あ
ら
う
」
と
賛
同
し
て
い

る
。
明
治
の
終
わ
り
頃
か
ら
、「
気
分
劇
」、「
情
調
劇
」
と
い
う
言
葉
が

メ
ー
テ
ル
リ
ン
ク
的
な
象
徴
劇
を
指
す
名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
て

5
、
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漱
石
門
下
で
は
森
田
草
平
が
こ
の
タ
ー
ム
を
用
い
て
盛
ん
に
論
じ
、
森

鷗
外
と
論
争
に
も
な
っ
て
い
た

6
。
成
瀬
の
批
判
の
宛
先
は
そ
の
あ
た
り

に
関
連
す
る
芸
術
思
潮
だ
っ
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
注
目

さ
れ
受
け
止
め
ら
れ
た
ポ
イ
ン
ト
は
、
積
極
的
に
打
ち
出
さ
れ
た
「
信
仰
」

と
い
う
タ
ー
ム
で
は
な
く
、
ま
た
成
瀬
が
「
気
分
」
や
「
情
調
」
と
い
う

言
葉
で
何
を
批
判
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
否
定
さ
れ
る
べ
き

芸
術
の
あ
り
方
が
「
遊
戯
」
と
形
容
さ
れ
た
と
い
う
点
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

青
頭
巾
が
小
説
中
の
作
中
人
物
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
作
者
の
信
条
と
受

け
取
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
慎
重
を
欠
く
よ
う
に
見
る
向
き
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
や
や
生
硬
な
こ
の
作
品
の
中
で
登
場
人
物
が
述
べ

た
こ
の
言
葉
が
、
い
か
に
も
肩
肘
張
っ
た
作
者
自
身
の
文
学
的
主
張
そ
の

も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
事
実
と
し

て
も
そ
れ
は
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
が
雑
誌
を
創
刊
す
る
た
め
に
共
同
で
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
『
ト
ル

ス
ト
イ
』
を
翻
訳
し
て

7
、
そ
の
売
り
上
げ
を
雑
誌
の
運
営
資
金
に
充
て

た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
特
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
へ
の
尊
敬
の

度
合
い
の
著
し
か
っ
た
成
瀬
は
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
を
送
り
、
返
信
を
受
け

て
、
そ
の
文
面
を
第
四
号
に
公
開
し
て
い
る

8
。
そ
の
書
簡
の
中
で
ロ
マ

ン
・
ロ
ラ
ン
は
、「
貴
下
の
言
は
れ
る
こ
と
は
真
で
あ
り
ま
す
」
と
し
て

成
瀬
の
芸
術
観
に
同
意
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
同
意
さ

れ
た
芸
術
観
と
は
「
現
代
芸
術
の
大
多
数
」
を
相
手
取
っ
て
「
芸
術
は
彼

等
に
と
つ
て
一
の
遊
戯
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
厳
し
く
批
判
す

る
も
の
で
あ
っ
た
。
ど
う
や
ら
成
瀬
は
、
小
説
の
登
場
人
物
の
口
に
上
ら

せ
る
だ
け
で
は
な
く
、
自
ら
の
主
張
と
し
て
、
様
々
な
方
面
に
反
「
遊
戯
」

的
文
学
観
を
語
っ
て
い
た
よ
う
な
の
だ
。

　

ま
た
、
第
九
号
で
は
、
成
瀬
が
滞
在
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
人
々
に

と
っ
て
「
芝
居
は
遊
び
半
分
の
道
楽
」
で
あ
り
、
そ
う
し
た
受
容
態
度
が

「
凡
て
の
芸
術
品
に
対
し
て
も
同
じ
」
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
て
、「
可

成
失
望
し
た
」
と
憤
慨
し
て
い
る
。「
こ
ん
な
状
態
で
進
ん
で
行
つ
た
ら
、

決
し
て
亜
米
利
加
に
大
芸
術
は
生
ま
れ
ま
い
」
と
ま
で
成
瀬
は
述
べ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
芸
術
が
「
遊
戯
」
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
真

剣
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
確
か
に
成
瀬
の
一
貫
し

た
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
、
そ
の
点
で
文
壇
の
評
家
や
外
国
の
著

名
作
家
の
同
意
を
取
り
付
け
る
こ
と
に
ま
で
成
功
し
た
。
他
の
同
人
よ
り

も
早
く
に
創
作
を
辞
め
た
こ
と
か
ら
、
文
学
史
的
に
は
成
瀬
の
存
在
感
は

見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
た
と
え
触
れ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
学

資
に
困
っ
て
い
た
菊
池
寛
を
援
助
し
た
こ
と
や
、
第
四
次
『
新
思
潮
』
の

出
資
者
で
あ
っ
た
点
に
言
及
す
る
程
度
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ

い
。
し
か
し
、
第
四
次
『
新
思
潮
』
の
最
初
期
に
お
い
て
、
成
瀬
こ
そ
が

オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
の
位
置
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
彼
ら
は
、
反
「
遊
戯
」
的
な
文
学
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
メ

デ
ィ
ア
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
で
文
壇
に
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
際
に
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は
成
瀬
一
人
の
個
人
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
こ
の
主
張
が
、

第
四
次
『
新
思
潮
』
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
ひ
と
ま
ず
屹
立
し
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
文
学
に
お
い
て
遊
戯
性
を
排
す
と
い
う
の
は
、
自
然
主
義
陣
営

の
中
心
的
な
主
張
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
自
然
主
義
論
客
の
長
谷
川
天

渓
は
「
遊
芸
的
分
子

9
」
の
排
除
こ
そ
が
肝
要
だ
と
説
き
、
自
然
主
義
の

扱
う
真
理
で
は
な
い
空
想
を
「
論
理
的
遊
戯
10
」
と
呼
ん
で
攻
撃
し
た
。

ま
た
逆
に
、
夏
目
漱
石
の
も
と
で
反
自
然
主
義
を
掲
げ
た
森
田
草
平
な
ど

も
、
文
壇
の
傾
向
を
批
判
す
る
際
の
タ
ー
ム
と
し
て
「
手お

も
ち
ゃ遊

に
し
て
仕
舞

ふ
11
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
て
い
た
。
成
瀬
が
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
く
、

文
学
に
お
い
て
「『
遊
戯
』
と
云
ふ
字
は
、
今
や
一
種
の
侮
辱
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
つ
12
」
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
成
瀬
の
姿
勢
が
肯
定

的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
旧
世
代
の
文
壇
に
と
っ
て
受
け
入

れ
や
す
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

　

だ
が
、
よ
り
大
き
い
問
題
は
、
そ
も
そ
も
実
態
と
し
て
、
彼
ら
が
文
学

か
ら
遊
戯
を
排
斥
す
る
こ
と
を
一
致
し
て
目
指
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で

は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
家
と
し
て
長
く
活
躍
を
続
け
た

芥
川
、
菊
池
、
久
米
に
つ
い
て
言
え
ば
、
む
し
ろ
彼
ら
の
文
学
観
や
交
友

に
は
遊
戯
的
な
も
の
が
濃
厚
に
入
り
込
ん
で
い
た
。

　

出
発
点
に
お
い
て
彼
ら
の
主
義
と
し
て
文
壇
で
肯
定
的
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
し
ま
っ
た
「
文
学
は
遊
戯
で
は
な
い
」
と
い
う
規
範
的
な
テ
ー
ゼ
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
彼
ら
の
間
で
、
反
動
を
惹
き
起
し
つ
つ
も
、
無
視
で
き
な
い

問
題
提
起
と
し
て
、
あ
る
い
は
摩
擦
を
生
む
争
点
と
し
て
、
機
能
し
続
け

る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
芥
川
龍
之
介
の
死
ま
で
作
用
し
続

け
た
。
本
稿
の
狙
い
は
、
そ
の
こ
と
を
跡
付
け
て
い
く
こ
と
に
あ
る
。
そ

こ
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
で
、『
新
思
潮
』
派
と
い
う
グ
ル
ー
プ
が
、
こ

れ
ま
で
と
は
全
く
異
な
る
相
の
も
と
に
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

二
、「
遊
戯
的
な
悪
意
」
／
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
の
将
棋

　

彼
ら
が
第
四
次
『
新
思
潮
』
を
創
刊
し
た
第
一
の
目
的
が
夏
目
漱
石
に

読
ん
で
貰
う
こ
と
だ
っ
た
13
と
い
う
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
漱
石
へ
の
彼
ら
の
敬
意
は
一
様
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
同

人
達
の
多
く
が
崇
拝
の
度
合
い
を
高
め
て
い
く
中
で
、
そ
の
状
況
に
反
感

さ
え
抱
い
て
い
た
者
が
い
る
。
一
人
京
都
に
い
た
菊
池
寛
で
あ
る
。「
私

は
昔
か
ら
漱
石
の
作
品
は
嫌
い
で
な
い
ま
で
も
、
尊
敬
は
出
来
な
か
っ
た
。

同
僚
の
芥
川
や
久
米
が
崇
拝
す
る
の
が
、
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ
た
14
」

と
さ
え
菊
池
は
述
べ
て
い
る
。「
京
都
に
於
け
る
私
の
生
活
は
、
殆
ど
孤

独
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
も
よ
い
。
ク
ラ
ス
の
人
に
も
友
達
と
云
う
べ
き
も

の
は
な
か
っ
た
15
」
と
い
う
、
か
つ
て
の
友
人
達
か
ら
も
隔
絶
さ
れ
た
生

活
が
、
こ
う
し
た
漱
石
へ
の
独
特
の
屈
折
し
た
思
い
を
募
ら
せ
る
原
因
で

あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
菊
池
の
思
い
を
検
討
す
る
上
で
、
決
ま
っ
て
参
照
さ
れ
る
の

は
、『
新
思
潮
』
の
創
刊
期
を
題
材
と
し
た
「
無
名
作
家
の
日
記
16
」
で

あ
る
。
だ
が
、
こ
の
作
品
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
が
「
遊
戯
」
で
あ
る

こ
と
は
、
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
い
よ
う
だ
。

　
十
二
月
二
十
九
日
。

　
俺
は
、
今
日
東
京
の
山
野
か
ら
、
不
快
極
ま
る
手
紙
を
受
取
つ
た
。
夫

は
、
俺
に
挑
戦
し
俺
を
侮
辱
し
、
俺
の
感
情
を
目
茶
苦
茶
に
傷
け
て
や
ろ

う
と
云
ふ
悪
意
に
充
ち
た
手
紙
だ
。
文
句
は
か
う
だ
つ
た
。

（
何
う
だ
い
！
　
馬
鹿
に
黙
つ
て
居
る
ね
。
京
都
に
も
、
少
し
は
文
学
ら
し

い
も
の
が
あ
る
か
い
。
僕
達
此
方
に
い
る
連
中
は
、
も
う
今
迄
の
や
う
に

た
ゞ
ぼ
ん
や
り
、
外
国
文
学
の
本
な
ど
を
、
弄
ぢ
り
廻
す
事
に
飽
い
て
し

ま
つ
た
の
だ
。
僕
達
が
、
高
等
学
校
時
代
に
神
聖
視
し
て
居
た
「
文
学
研

究
」
な
ど
も
、
考
へ
て
見
れ
ば
下
ら
な
い
事
ぢ
や
な
い
か
。
僕
達
は
、
自

分
で
創
作
し
な
け
れ
ば
偽
だ
。
創
作
は
黄
金
だ
。
外
の
凡
て
は
銀
だ
。
否

夫
以
下
の
銅
か
鉛
か
だ
。
僕
達
は
、
も
う
ヂ
ツ
と
し
て
は
居
ら
れ
な
い
の

だ
。
高
等
学
校
時
代
に
の
や
う
に
、
何
時
迄
も
呑
気
に
構
へ
ら
れ
て
は
居

ら
れ
な
い
の
だ
。
僕
達
の
計
画
は
、
も
う
ス
ツ
カ
リ
定
つ
て
居
る
。
僕
達

は
、
来
年
の
三
月
か
ら
同
人
雑
誌
を
出
す
の
だ
。
同
人
の
顔
触
は
、
桑
田
、

岡
本
、
杉
野
、
川
瀬
、
夫
に
僕
、
此
の
外
に
僕
達
よ
り
一
年
上
の
井
上
君
、

芳
島
君
が
加
は
る
。
雑
誌
の
名
は
多
分
「
×
×
×
」
と
付
く
だ
ら
う
。
三

月
の
一
日
に
初
号
を
出
す
。
出
版
元
は
日
本
橋
の
文
耕
堂
だ
。
も
う
、
皆

は
初
号
の
原
稿
に
忙
し
い
。
〆
切
は
一
月
三
十
日
限
だ
。
ま
あ
刮
目
し
て
、

僕
達
の
活
動
振
を
見
て
呉
れ
給
へ
。
僕
達
は
本
当
に
黎
明
が
来
た
と
云
ふ

気
が
す
る
）

　
お
し
ま
ひ
迄
、
読
み
了
つ
た
俺
は
、
烈
し
い
嫉
妬
と
憤
と
を
感
ず
る
と

同
時
に
、
突
き
放
さ
れ
た
や
う
な
深
い
淋
し
さ
を
、
感
ぜ
ず
に
は
居
ら
れ

な
か
つ
た
。

　
こ
の
手
紙
の
何
処
に
も
、
君
も
同
人
に
な
つ
て
は
何
う
か
と
か
、
君
も

書
い
て
は
何
う
か
と
云
ふ
や
う
な
文
句
は
、
破
片
さ
へ
も
、
は
入
つ
て
居

な
い
の
だ
。
凡
て
は
山
野
の
遊
戯
的
な
悪
意
か
ら
出
た
手
紙
だ
。
同
人
雑

誌
の
発
行
を
、
凱
旋
的
に
報
じ
て
孤
独
に
苦
し
ん
で
居
る
俺
を
、
飽
く
迄

傷
け
て
や
ら
う
と
い
う
彼
の
性
質
の
悪
い
悪
戯
だ
。
同
人
に
加
へ
な
い
俺

に
は
、
少
し
も
必
要
も
な
い
初
号
の
〆
切
期
日
な
ど
を
報
じ
て
、
俺
を
焦

燥
だ
た
し
て
や
ろ
う
と
云
ふ
彼
奴
の
悪
意
が
、
歴
然
と
見
え
透
い
て
居
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、「
山
野
」
の
モ
デ
ル
は
芥
川
、「
俺
」
こ
と
富
井
の

モ
デ
ル
は
菊
池
で
あ
る
（
以
後
、
こ
う
し
た
モ
デ
ル
小
説
に
関
し
て
は
括

弧
書
き
で
モ
デ
ル
の
名
を
付
す
こ
と
と
す
る
）。
実
際
に
は
、
第
三
次
『
新

思
潮
』
に
も
第
四
次
『
新
思
潮
』
に
も
菊
池
は
創
刊
号
か
ら
参
加
し
て
お

り
、
こ
の
物
語
世
界
の
よ
う
に
自
分
だ
け
創
刊
号
に
参
加
で
き
な
か
っ
た

よ
う
な
事
実
が
現
実
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「「
無
名
作
家
の
日
記
」
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は
、
小
説
で
あ
る
だ
け
に
、
可
な
り
違
っ
て
い
る
17
」
と
菊
池
が
述
べ
る

の
は
た
と
え
ば
そ
う
い
う
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
と
は
言
え
、

部
分
的
に
虚
構
を
混
ぜ
て
い
た
と
し
て
も
、「
僕
等
の
間
に
は
、
あ
の
作

品
か
ら
、
刺
戟
を
受
け
る
よ
う
な
、
感
情
の
わ
だ
か
ま
り
は
少
し
も
な

か
っ
た
」
と
い
う
菊
池
の
回
想
を
言
葉
通
り
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
は
、
も
は
や
通
説
と
な
っ
て
い
る
18
。
誇
張
や
脚
色
を
含
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
彼
ら
の
間
に
あ
っ
た
軋
轢
が
こ
の
小
説

の
題
材
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
山
野
（
芥
川
）
の
挑
発
を
「
俺
」（
菊
池
）

が
「
遊
戯
的
」
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
山
野
（
芥
川
）
の
手
紙

の
主
張
は
、
自
分
た
ち
は
「
下
ら
な
い
」「
偽
」「
呑
気
」
と
さ
ま
ざ
ま
に

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
も
の
、
い
わ
ば
文
学
ご
っ
こ
を
辞
め
て
、
創
作
と
い

う
本
物
の
文
学
に
取
り
か
か
る
の
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
「
俺
」（
菊
池
）
は
、
そ
う
い
う
お
前
の
言
動
は
侮
蔑
さ
れ
る
べ
き

「
遊
戯
」
的
な
も
の
だ
、
と
や
り
返
す
論
理
を
用
意
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
の
「
遊
戯
」
と
い
う
言
葉
は
、
山
野
（
芥
川
）
が
用
い
た
「
下
ら
な
い
」

「
偽
」「
呑
気
」
な
ど
の
言
葉
の
類
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し

た
属
性
を
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
主
張
す
る
山
野
（
芥
川
）
が
、
そ
れ

を
誇
示
す
る
と
い
う
言
動
に
お
い
て
、
ま
さ
に
「
遊
戯
」
を
し
て
い
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と
い
う
逆
説
を
用
意
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

文
学
的
に
劣
勢
に
立
た
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
俺
」（
菊
池
）
が
、
せ
め

て
精
神
的
に
反
撃
し
う
る
地
点
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
見
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
創
刊
に
際
し
て
「
遊
戯
」
を
排
す
る
こ

と
を
明
示
的
に
主
張
し
て
い
た
の
は
第
一
に
成
瀬
正
一
だ
っ
た
。
本
作

は
、
芥
川
が
そ
の
主
張
に
同
調
し
て
い
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
だ
す

も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

　

こ
の
「
遊
戯
」
と
い
う
言
葉
は
、
他
の
場
面
も
含
め
た
山
野
（
芥
川
）

の
行
動
全
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
本
作
に
お
い
て
、
山

野
（
芥
川
）
と
い
う
登
場
人
物
が
一
貫
し
て
悪
質
な
人
間
に
見
え
る
よ
う

に
さ
せ
て
い
る
何
よ
り
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
単
に
文
学
的
に
成
功
し
て
「
俺
」

（
菊
池
）
の
嫉
妬
の
対
象
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
成
功

を
こ
と
さ
ら
に
誇
示
し
、
悔
し
が
る
「
俺
」（
菊
池
）
の
姿
を
見
て
楽
し

も
う
と
す
る
「
遊
戯
」
性
な
の
で
あ
る
。
読
者
は
、
本
作
の
全
編
に
わ
た
っ

て
、
山
野
（
芥
川
）
の
そ
う
し
た
「
遊
戯
」
性
を
嫌
と
い
う
ほ
ど
知
ら
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
こ
の
頃
の
菊
池
が
遊
戯
を
唾
棄
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
事

実
は
む
し
ろ
正
反
対
で
あ
っ
た
。
皮
肉
な
こ
と
に
、
菊
池
の
京
都
時
代
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
な
っ
た
も
の
こ
そ
、
将
棋
と
い
う
文
字
通
り
の
遊

戯
で
あ
っ
た
。

　

菊
池
は
、
当
時
の
孤
独
な
生
活
に
つ
い
て
、
た
だ
一
人
だ
け
友
人
が
い

た
と
い
う
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。「
中
学
時
代
の
友
人
で
綾
部
健
太
郎

と
云
う
男
が
い
た
が
、
そ
の
男
が
偶
然
京
都
の
法
科
に
来
て
い
た
」
の
で
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あ
る
。
文
学
と
法
学
と
い
う
専
門
を
異
に
す
る
二
人
が
親
密
な
交
際
を
持

つ
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
が
、
将
棋
と
い
う
遊
戯
で
あ
っ
た
。「
私
は
、

少
年
時
代
か
ら
将
棋
を
指
し
て
ゐ
た
。
が
本
当
に
研
究
し
出
し
た
の
は
綾

部
に
勝
ち
た
い
た
め
だ
つ
た
20
」
と
菊
池
は
語
る
。
こ
れ
が
、
の
ち
に
は

「
戦
前
の
関
東
棋
士
で
大
な
り
小
な
り
先
生
の
恩
恵
を
受
け
な
か
っ
た
者

は
ま
ず
な
い
21
」
と
ま
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
愛
棋
家
菊
池
寛
の

誕
生
の
契
機
で
あ
っ
た
。『
新
思
潮
』
派
の
中
で
芥
川
や
久
米
ら
と
と
も

に
東
京
で
活
動
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
疎
外
感
が
、
菊
池
寛
を
将
棋
へ
と

導
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
、
菊
池
の
将
棋
人
生
に
お
い
て
、
最
も

棋
力
が
伸
び
た
時
期
と
し
て
振
り
返
ら
れ
て
い
る
。「
大
駒
四
枚
は
進
歩

し
た
」
と
菊
池
は
言
う
が
、
既
に
あ
る
程
度
指
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

人
間
が
さ
ら
に
そ
れ
だ
け
棋
力
を
上
げ
る
た
め
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
と

情
熱
が
必
要
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
期
に
菊
池
が
力
を
注
ご
う
と
し
た
も
の
が
将
棋
だ

け
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
芥
川
や
久
米
の
よ
う
に
、
彼
は
創
作

に
道
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
菊
池
が
『
新
思
潮
』
に
原
稿

を
送
る
も
芥
川
ら
に
突
き
返
さ
れ
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
と
い
う
有
名
な

逸
話
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
は
同
人
か
ら
さ
え
思
う
よ
う
に
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
し
、
も
ち
ろ
ん
芥
川
や
久
米
の
よ
う
に
文
壇
に
声
名
を
馳
せ

る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
漱
石
に
も
つ
い
に
認
め
ら
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
た
。

　

菊
池
は
、
同
人
た
ち
が
漱
石
に
認
め
ら
れ
て
い
く
の
に
対
抗
す
る
か
の

よ
う
に
、
京
都
帝
国
大
学
で
尊
敬
を
集
め
て
い
た
上
田
敏
に
認
め
ら
れ
る

こ
と
を
目
指
し
て
、
そ
の
上
田
に
『
新
思
潮
』
を
送
り
続
け
た
ら
し
い
。

そ
の
間
の
こ
と
は
「
葬
式
に
行
か
ぬ
訳
22
」
な
ど
に
描
か
れ
て
い
る
。
だ

が
、
そ
の
試
み
も
失
敗
に
終
わ
る
。
上
田
敏
も
、
菊
池
を
つ
い
に
認
め
る

こ
と
の
な
い
ま
ま
逝
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

あ
れ
も
こ
れ
も
う
ま
く
い
か
な
い
菊
池
は
、
勉
強
に
打
ち
込
も
う
と
、

知
人
に
「
勉
強
第
一
」
を
説
い
て
み
た
り
し
て
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
、

大
学
で
の
勉
強
も
不
本
意
な
も
の
に
終
わ
っ
た
。
結
局
、
菊
池
寛
の
大
学

生
活
の
総
括
は
「
と
に
か
く
、
京
都
大
学
三
年
の
間
、
教
室
で
学
ん
だ
も

の
は
、
何
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
空
虚
な
も
の
で
あ
っ
た
。
大
駒
四
枚
分

の
棋
力
が
、
京
都
生
活
で
菊
池
が
得
る
こ
と
の
で
き
た
唯
一
の
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
菊
池
が
棋
力
を
高
め
て
い
っ
て
い
る
間
に
、
芥
川
や
久
米
と

い
っ
た
同
人
た
ち
は
目
覚
ま
し
い
活
躍
を
遂
げ
て
い
く
。
彼
我
の
名
声
の

絶
望
的
な
差
へ
の
意
識
、
や
る
か
た
な
い
憤
懣
や
焦
燥
感
、
醜
い
嫉
妬
心

と
そ
の
浅
ま
し
さ
へ
の
自
虐
の
意
識
。
そ
れ
ら
が
「
無
名
作
家
の
日
記
」

に
は
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　

漱
石
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
契
機
に
栄
達
を
果
た
し
て
い
く
同
人
た

ち
。
そ
れ
と
引
き
換
え
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
菊
池
の
高
い
棋
力
は
、

そ
の
社
会
的
な
意
義
が
文
学
的
な
名
声
に
比
し
て
ど
ん
な
に
低
く
し
か
認

め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
彼
固
有
の
も
の
で
あ
っ
た
。
菊
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池
が
異
様
と
も
い
う
べ
き
熱
量
で
将
棋
に
執
着
し
続
け
て
い
く
の
は
、
こ

れ
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
改
め
て
確
認
し
て
お
け
ば
、『
新
思
潮
』
派
が
出
発
点
に
お
い

て
世
間
に
示
す
こ
と
に
な
っ
た
主
張
は
、「
遊
戯
」
は
「
文
学
」
と
い
う

高
邁
な
理
念
と
対
比
さ
れ
侮
蔑
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。「
無
名
作
家
の
日
記
」
に
お
い
て
、
芥
川
を
モ
デ
ル
と
し
た
山

野
に
つ
い
て
「
遊
戯
」
的
だ
と
い
う
批
判
的
な
認
識
を
持
つ
主
人
公
の
姿

を
描
い
た
こ
と
に
は
、
遊
戯
に
つ
い
て
の
否
定
的
な
価
値
観
を
菊
池
自
身

も
い
く
ら
か
内
面
化
し
て
い
た
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。
そ
の
遊
戯
そ
の
も

の
で
あ
る
将
棋
を
自
己
の
拠
り
所
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
屈
折
し

た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
菊
池
は
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
彼
が
す
ぐ
に
、
文
学
の
道
か
ら
微
妙
な
距
離
を
取
り
つ

つ
、
低
く
見
ら
れ
て
い
た
通
俗
小
説
の
道
を
あ
え
て
選
び
取
っ
て
い
く
こ

と
に
も
関
わ
っ
て
い
よ
う
。『
文
藝
春
秋
』
を
創
刊
し
、
の
ち
に
は
芥
川

龍
之
介
賞
を
立
ち
上
げ
、
現
在
の
「
純
文
学
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
り
上
げ

た
菊
池
寛
の
文
業
は
、
こ
の
よ
う
な
屈
託
を
抱
え
た
形
で
出
発
す
る
の
で

あ
る
。

三
、「
悪
友
」
達
の
綱
引
き

　

第
四
次
『
新
思
潮
』
同
人
の
中
で
遊
び
の
方
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
っ
た

の
は
、
菊
池
だ
け
で
は
な
い
。
久
米
正
雄
は
、
菊
池
的
な
逆
説
を
用
意
す

る
こ
と
さ
え
な
く
、
よ
り
直
接
的
に
遊
び
の
方
を
志
向
し
て
い
っ
た
。

　

久
米
の
小
説
に
は
、
日
常
的
に
遊
戯
に
親
し
む
様
子
が
よ
く
描
か
れ

る
。
た
と
え
ば
第
四
次
『
新
思
潮
』
創
刊
号
の
自
身
の
幼
時
を
題
材
と
し

た
「
父
の
死
」
で
は
、
最
初
の
出
来
事
の
提
示
が
「
其
一
日
私
は
い
つ
も

と
違
つ
て
早
く
遊
び
を
切
り
上
げ
て
家
へ
帰
つ
た
」
と
い
う
文
か
ら
始
ま

る
。「
戸
外
で
底
冷
え
の
す
る
夕
方
ま
で
遊
ん
で
ゐ
る
の
が
い
つ
も
病
気

の
原
因
に
な
る
の
だ
」
と
い
う
反
省
が
そ
の
理
由
な
の
だ
が
、
主
人
公
が

毎
日
病
気
に
な
る
ほ
ど
遊
び
呆
け
て
い
る
と
い
う
こ
の
作
品
は
、「
遊
び
」

を
排
斥
す
べ
き
も
の
と
捉
え
る
よ
り
は
、
ま
ず
自
己
の
日
常
と
し
て
位
置

付
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
巻
頭
に
置
か
れ
た
成
瀬
の
「
骨
晒
し
」
が
「
遊

戯
」
を
唾
棄
す
べ
き
も
の
の
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
と
の
間
で
無
視
で

き
な
い
不
協
和
音
を
奏
で
る
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

　
『
新
思
潮
』
派
の
最
大
の
事
件
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、
夏

目
漱
石
の
娘
筆
子
を
め
ぐ
っ
て
久
米
正
雄
と
松
岡
譲
が
繰
り
広
げ
た
、
い

わ
ゆ
る
「
破
船
」
事
件
が
あ
る
。
有
名
な
事
件
な
の
で
詳
細
は
省
く
が
、

こ
の
件
が
メ
デ
ィ
ア
で
騒
が
れ
た
こ
と
で
、
恋
に
破
れ
た
久
米
に
は
、
不

真
面
目
な
遊
び
人
と
い
う
、
後
世
ま
で
残
る
不
名
誉
な
イ
メ
ー
ジ
が
付
き

ま
と
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
漱
石
の
喪
中
に
不
謹
慎
に
も
恋
愛
事

件
を
起
こ
し
た
こ
と
自
体
、
先
輩
作
家
た
ち
の
非
難
を
喚
起
し
た
し
、
こ

の
事
件
の
過
程
で
は
、
久
米
を
女
遊
び
の
激
し
い
不
良
と
し
て
中
傷
す
る



22将棋と文学スタディーズ ２

夏
目
家
宛
の
怪
文
書
ま
で
登
場
し
た
23
。

　

筆
子
と
結
婚
し
た
松
岡
は
、
当
時
「
ス
ペ
イ
ン
風
邪
」
と
呼
ば
れ
た
流

行
感
冒
に
罹
患
し
て
生
死
の
境
を
彷
徨
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
間
も
な

く
久
米
も
同
じ
感
染
症
に
か
か
っ
て
重
症
と
な
り
、
や
は
り
命
が
危
ぶ
ま

れ
る
事
態
と
な
る
。
こ
の
際
に
、
恋
敵
と
し
て
絶
交
し
て
い
た
二
人
が
互

い
に
意
識
し
合
っ
て
い
た
こ
と
が
、
菊
池
寛
「
神
の
如
く
弱
し
24
」
や
久

米
正
雄
「
和
霊
25
」
に
描
か
れ
て
い
る
。『
新
思
潮
』
派
が
演
じ
た
物
語

と
し
て
は
最
大
の
見
せ
場
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
久

米
が
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
罹
患
し
た
理
由
も
、
や
は
り
遊
び
に
よ
る
も
の

だ
っ
た
と
い
う
。

　

菊
池
の
京
都
時
代
の
生
活
の
中
心
が
綾
部
健
太
郎
と
の
将
棋
で
あ
っ
た

こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
が
、「
綾
部
は
、
そ
の
後
京
都
大
学
を
出
て
、
一

時
東
京
に
来
て
居
り
、
私
を
仲
介
し
て
久
米
な
ど
と
も
懇
意
に
な
っ
た
26
」

と
い
う
よ
う
に
、
菊
池
は
遊
戯
中
心
の
友
人
を
文
学
仲
間
で
あ
る
久
米
ら

に
も
繋
げ
て
い
た
。
久
米
は
、
自
身
の
戯
曲
「
地
蔵
教
由
来
」
の
上
演
の

た
め
に
大
阪
に
出
張
し
た
27
帰
り
に
、
京
都
に
寄
っ
て
、
そ
の
綾
部
と
酒

を
飲
ん
だ
が
、
流
行
感
冒
に
罹
患
し
た
の
は
そ
の
と
き
だ
っ
た
と
述
べ
て

い
る
28
。

　

第
四
次
『
新
思
潮
』
創
刊
号
に
発
表
し
た
自
伝
的
小
説
「
父
の
死
」
が

「
病
気
の
原
因
に
な
る
」
ほ
ど
遊
ん
で
し
ま
う
男
の
話
で
あ
っ
た
こ
と
を

想
起
す
れ
ば
、
こ
こ
で
ま
た
遊
び
す
ぎ
て
ス
ペ
イ
ン
風
邪
を
貰
っ
た
と
い

う
の
は
、
作
家
の
メ
デ
ィ
ア
イ
メ
ー
ジ
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
や

や
出
来
す
ぎ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ

久
米
は
、
遊
び
や
遊
戯
を
、
作
家
と
し
て
の
自
己
の
イ
メ
ー
ジ
に
積
極
的

に
引
き
受
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、「
遊
戯
」
を

否
定
し
よ
う
と
す
る
成
瀬
や
芥
川
に
対
抗
す
る
か
の
よ
う
に
。

　

こ
の
頃
、
芥
川
、
久
米
、
菊
池
ら
に
兄
事
し
て
第
五
次
『
新
思
潮
』
の

メ
ン
バ
ー
と
も
な
る
中
戸
川
吉
二
ら
が
彼
ら
の
交
友
に
加
わ
り
、
日
々
、

将
棋
な
ど
の
遊
戯
を
し
て
過
ご
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
中
戸
川
の
回
想
29

で
は
、「
菊
池
君
は
時
事
の
記
者
を
や
め
た
て
で
、
啓
吉
物
語
が
平
気
で

書
け
る
ほ
ど
生
活
が
開
放
的
で
あ
つ
た
し
、
無
駄
口
を
嫌
ふ
重
役
気
質
も

ま
だ
な
か
つ
た
か
ら
、
元
来
遊
び
ご
と
の
好
き
な
久
米
君
と
二
人
が
中
心

で
、
ノ
ー
ト
ラ
、
碁
将
棋
、
お
花
な
ど
を
毎
日
の
や
う
に
や
つ
た
も
の
だ
」

と
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
期
の
こ
と
を
題
材
に
し
た
久
米
の
小
説
「
大

人
の
喧
嘩
30
」
に
も
「
此
頃
、
大
学
へ
行
つ
て
ゐ
る
若
い
友
達
が
、
急
に

三
四
人
出
来
た
ゝ
め
に
、
つ
い
彼
等
に
誘
惑
さ
れ
て
、
吾
々
は
又
勝
負
事

に
耽
り
出
し
た
。
ト
ラ
ム
プ
、
花
牌
、
碁
、
将
棋

―
吾
々
が
寄
り
集
る

と
、
き
つ
と
さ
う
云
ふ
も
の
が
、
次
ぎ
次
ぎ
に
持
ち
出
さ
れ
た
」
と
あ
る
。

こ
の
文
章
に
あ
る
よ
う
に
、
遊
戯
の
う
ち
で
勝
敗
が
決
す
る
タ
イ
プ
の
も

の
は
、
当
時
「
勝
負
事
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
遊
戯
に
決
し
て
加
わ
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
の
が
芥
川
で
あ
っ

た
。
久
米
の
「
良
友
悪
友
31
」
は
、
そ
う
し
た
芥
川
の
久
米
へ
の
非
難
が
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題
材
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
、
久
米
は
中
戸
川
吉
二
や
、
中
戸
川
の
師
事
し
て
い
た
里
見

弴
ら
と
遊
ぶ
よ
う
に
な
り
、
芥
川
ら
と
会
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
の
「
遊
び
」
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
飲
酒
や
遊
廓
な
ど
の
遊

び
も
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
が
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
将
棋
な
ど
の
遊
戯

も
重
要
な
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
た
。「
良
友
悪
友
」
で
は
、
こ
の
友

人
関
係
の
変
化
に
つ
い
て
「
放
蕩
息
子
」
と
揶
揄
さ
れ
る
場
面
が
描
か
れ

て
い
る
。「
Ａ
」（
芥
川
）
は
「
君
が
あ
ゝ
し
て
あ
の
連
中
と
一
緒
に
、
下

ら
な
い
遊
び
に
耽
つ
て
ゐ
れ
ば
ゐ
る
程
、
僕
ら
は
君
と
遠
ざ
か
ら
な
く
ち

や
な
ら
な
い
事
に
な
る
よ
」
と
警
告
す
る
。「
僕
ら
の
た
め
に
、
い
や
僕

自
身
の
た
め
に
君
が
遊
蕩
を
や
め
て
呉
れ
た
ら
い
ゝ
と
思
つ
て
る
ん
だ
。

君
が
あ
の
連
中
と
一
緒
に
遊
び
廻
つ
て
ゐ
て
、
い
つ
行
つ
て
も
ゐ
な
い
の

み
か
自
ら
書
か
な
い
や
う
に
で
も
な
る
と
、
僕
は
非
常
に
淋
し
い
気
が
す

る
ん
だ
。
君
が
い
つ
行
つ
て
み
て
も
、
あ
の
机
の
前
に
坐
つ
て
ゐ
て
、
猛

然
と
書
い
て
ゐ
て
呉
れ
る
と
、
僕
は
ど
ん
な
に
心
強
い
か
、
ど
ん
な
に
刺

戟
を
受
け
る
か
知
れ
な
い
ん
だ
」
と
い
う
言
葉
は
、「
猛
然
と
書
」
く
側

の
文
学
の
世
界
と
「
遊
び
」
と
を
厳
し
く
対
置
し
て
み
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
Ｋ
」（
久
米
）
を
文
学
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
再

び
引
き
込
む
こ
と
と
、
遊
び
の
世
界
か
ら
引
き
離
す
こ
と
が
セ
ッ
ト
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
「
良
友
悪
友
」
は
小
説
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
の
み
を
も
っ
て

事
実
と
受
け
止
め
る
の
は
慎
重
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
前
掲

し
た
中
戸
川
の
回
想
に
「
田
端
か
ら
、
芥
川
君
の
出
て
来
る
こ
と
も
あ
つ

た
が
、
勝
負
事
だ
け
に
は
決
し
て
芥
川
君
は
加
は
ら
な
か
つ
た
。
我
々

が
勝
負
事
に
耽
つ
て
ゐ
る
側
で
、
菊
池
君
を
つ
か
ま
へ
議
論
を
し
て
ゐ

た
」
と
い
っ
た
く
だ
り
が
あ
る
の
を
見
る
と
、
芥
川
が
「
議
論
」
と
い
う

文
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
に
仲
間
を
引
き
込
む
こ
と
で
遊
戯
か
ら
引
き
離
そ

う
と
試
み
て
い
た
こ
と
が
、
久
米
以
外
に
も
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分

か
る
。
自
身
が
参
加
し
な
い
「
勝
負
事
」
の
場
に
芥
川
が
わ
ざ
わ
ざ
顔
を

出
し
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
一
見
す
る
と
奇
妙
で
も
あ
る
わ

け
だ
が
、
遊
戯
派
を
切
り
崩
す
こ
と
が
芥
川
の
目
的
だ
っ
た
と
理
解
す
れ

ば
、
何
の
不
思
議
も
な
い
。

　

久
米
の
「
大
人
の
喧
嘩
」
で
は
「
一
と
頃
、
鷗
外
さ
ん
が
何
か
の
中
で
、

芸
術
家
に
勝
負
事
が
好
き
な
も
の
が
少
い
事
を
、
例
の
博
識
か
ら
立
証
し

た
事
が
あ
つ
た
。
吾
々
の
仲
間
で
も
一
人
際
立
つ
て
勝
負
事
が
嫌
い
な
Ａ

は
、
何
ぞ
と
云
ふ
と
そ
れ
を
持
ち
出
し
て
、
芸
術
家
だ
か
ら
自
分
は
勝
負

に
入
ら
ぬ
な
ぞ
と
云
つ
て
ゐ
た
」
と
描
か
れ
、
こ
の
「
Ａ
」
も
も
ち
ろ
ん

芥
川
を
モ
デ
ル
と
し
た
登
場
人
物
だ
が
、こ
こ
で
も
「
芸
術
」
と
「
勝
負
事
」

＝
遊
戯
は
厳
し
く
対
置
さ
れ
て
い
る
。
森
鷗
外
の
芸
術
家
勝
負
嫌
い
説
と

い
う
の
は
、
た
と
え
ば
「
青
年
32
」
の
次
の
く
だ
り
の
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
大
村
の
説
で
は
、
一
番
健
全
な
の
は
ス
エ
エ
デ
ン
式
の
体
操
か
何
か
だ
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ら
う
が
、
演
習
の
仮
設
敵
の
や
う
に
、
向
う
に
的
を
立
て
な
く
て
は
、
倦

み
易
い
。
的
を
立
て
る
と
な
る
と
、sport

に
な
る
。sport

に
な
る
と
、

直
接
に
も
せ
よ
間
接
に
も
せ
よ
競
争
が
生
ず
る
。
勝
負
が
生
ず
る
。
畢
竟

倦
ま
な
い
と
云
ふ
の
は
、
勝
た
う
勝
た
う
と
思
ふ
励
み
の
あ
る
こ
と
を
言

ふ
の
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
個
人
毎
に
幾
ら
か
づ
つ
の
相
違
は
あ
る
と
し

て
も
、
芸
術
家
に
は
先
づ
こ
の
争
う
心
が
少
い
。
自
分
の
遣
つ
て
ゐ
る
芸

術
の
上
で
か
ら
が
、
縦
へ
形
式
の
所
謂
競
争
に
は
加
は
つ
て
ゐ
て
も
、
製

作
を
す
る
時
は
そ
れ
を
忘
れ
て
ゐ
る
位
で
あ
る
。Paul H

eyse

の
短
編
小

説
に
、
競
争
仲
間
の
彫
像
を
夜
忍
び
込
ん
で
打
ち
壊
す
こ
と
が
書
い
て
あ

る
が
、
あ
れ
は
性
格
の
上
の
憎
悪
を
土
台
に
し
て
、
そ
の
上
に
恋
の
遺
恨

を
さ
へ
含
ま
せ
て
あ
る
。
要
す
る
に
芸
術
家
ら
し
い
芸
術
家
は
、
恐
ら
く

は sport

に
熱
中
す
る
こ
と
が
む
づ
か
し
か
ら
う
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

　
純
一
は
思
ひ
当
る
所
が
あ
る
ら
し
く
、
か
う
云
つ
た
。「
僕
は
芸
術
家
が

る
訳
で
は
な
い
の
で
す
が
、
ど
う
も
勝
負
事
に
は
熱
心
に
な
ら
れ
ま
せ
ん

ね
。」

　

芸
術
家
は
勝
負
事
が
嫌
い
だ
と
い
う
主
張
を
芥
川
が
述
べ
て
い
た
と
い

う
こ
と
は
他
の
友
人
に
よ
る
「「
な
あ
に
、
真
の
芸
術
家
は
勝
負
事
は
き

ら
ひ
な
ん
だ
よ
」
と
、
幾
人
も
そ
の
実
例
を
あ
げ
て
、
彼
の
主
張
の
証
明

を
試
み
た
。
何
遍
も
そ
の
主
張
は
聞
か
さ
れ
た
33
」
と
い
う
証
言
と
も
合

致
し
て
お
り
、
久
米
の
小
説
に
描
か
れ
た
や
り
取
り
は
、
日
頃
の
芥
川
の

言
動
を
元
に
し
た
も
の
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

久
米
が
こ
う
し
て
芥
川
の
反
遊
戯
的
な
姿
勢
を
小
説
の
中
で
繰
り
返
し

描
い
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
遊
戯
か
芸
術
か
、
遊
戯
か
文
学
か
と
い
う

二
項
対
立
を
、
久
米
自
身
も
聞
き
流
す
こ
と
な
く
受
け
止
め
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
む
し
ろ
久
米
は
、
自
ら
の
遊
戯
的
な
人
間
と

し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
演
出
す
る
上
で
、
自
身
を
非
難
す
る
芥
川
を
描
く
こ

と
を
う
ま
く
用
い
た
と
言
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
久
米
の
提
示
す

る
『
新
思
潮
』
派
像
の
核
心
に
、
遊
戯
を
否
定
し
て
文
学
に
邁
進
す
る
芥

川
と
、
そ
の
諫
め
を
振
り
切
っ
て
遊
戯
に
溺
れ
て
い
く
弱
い
自
己
、
と
い

う
二
項
対
立
が
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、「
芸
術
は
遊
戯
で
は
な
い
」
？

　

こ
う
し
た
『
新
思
潮
』
派
周
辺
の
対
立
に
お
い
て
優
勢
を
築
い
て
い
く

の
は
、
文
学
交
友
圏
に
お
い
て
遊
戯
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
芥
川
の
方
で

は
な
く
、
菊
池
や
久
米
ら
、
遊
戯
派
の
方
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
芥
川

自
身
の
生
活
に
も
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。

　

芥
川
は
、
友
人
達
が
遊
戯
に
よ
っ
て
集
ま
っ
て
い
る
の
に
対
抗
し
て
、

俳
句
な
ど
の
、
よ
り
文
学
的
で
風
流
な
趣
味
で
人
々
を
周
囲
に
集
め
よ
う

と
試
み
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
大
正
八
年
六
月
二
十
九
日
に
開
催
さ
れ
た

「
餓
鬼
窟
百
鬼
会
」
は
そ
の
試
み
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
会
に
は
、
久
米
正
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雄
、
菊
池
寛
、
室
生
犀
星
、
瀧
井
孝
作
、
江
口
渙
、
石
川
勢
以
子
（
谷
崎

潤
一
郎
の
妻
の
妹
）
ほ
か
多
数
が
集
ま
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
34

が
、
そ
の
記
録
に
は
、
夕
食
後
、「
こ
ち
ら
の
部
屋
で
は
寛
さ
ん
と
折
柴

さ
ん
が
将
棋
を
始
め
た
」
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、「
あ
ち
ら
の
座
敷
で
は
、
我
鬼
さ
ん
を
中
心
に
挟
み
将
棋
が
始
ま
つ

た
」
と
も
書
か
れ
て
い
る
。「
我
鬼
」
は
芥
川
の
号
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

芥
川
自
身
、
拒
ん
で
い
た
は
ず
の
将
棋
の
一
歩
手
前
ま
で
進
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
。
い
や
、
も
は
や
芥
川
自
身
も
遊
戯
に
参
加
し
て
し
ま
っ
て
い
る

と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
日
本
近
代
文
学
館
に
は
、「
小
穴
隆
一
と
佐
佐
木
茂
索
の
将
棋

を
観
戦
す
る
芥
川
龍
之
介
と
岡
栄
一
郎
」
を
南
部
修
太
郎
が
撮
影
し
た
大

正
十
年
三
月
十
日
の
写
真
が
残
さ
れ
て
お
り
、『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ

ム
35
』
な
ど
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
芥
川
は
、
師
の
漱
石
が
そ
う
し
て

い
た
の
に
倣
い
、
彼
に
師
事
・
兄
事
す
る
若
手
作
家
ら
の
訪
問
を
歓
迎
し

て
い
た
が
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
田
端
の
芥
川
の
家
に
遊
戯
が
入
り
込
ん

で
く
る
の
を
拒
み
き
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ

る
。
当
時
芥
川
邸
に
出
入
り
し
「
龍
門
の
四
天
王
36
」
と
呼
ば
れ
た
の
は
、

瀧
井
孝
作
、
佐
佐
木
茂
索
、
南
部
修
太
郎
、
小
島
政
二
郎
ら
だ
っ
た
が
、

彼
ら
は
、
の
ち
の
ち
ま
で
文
壇
将
棋
の
常
連
と
し
て
知
ら
れ
た
面
々
で
も

あ
る
37
。

　

芥
川
周
辺
の
遊
戯
勢
の
勢
力
拡
大
に
は
も
ち
ろ
ん
、
直
接
間
接
に
菊
池

寛
や
久
米
正
雄
の
影
響
力
が
働
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
久
米
は
、「
良

友
悪
友
」
で
「
悪
友
」
側
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
里
見
弴
、
中
戸
川
吉
二
、

吉
井
勇
、
田
中
純
ら
の
遊
戯
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
大
正
八
年

十
一
月
、
雑
誌
『
人
間
』
を
創
刊
し
、
新
た
に
文
壇
の
派
閥
を
再
編
し
よ

う
と
し
て
い
た
。
こ
こ
に
は
菊
池
寛
が
執
筆
に
参
加
し
て
い
た
38
の
は
も

ち
ろ
ん
、
芥
川
龍
之
介
も
や
や
距
離
を
取
り
な
が
ら
も
関
係
し
39
、
こ
れ

は
大
正
十
二
年
一
月
に
菊
池
寛
が
創
刊
す
る
『
文
藝
春
秋
』
を
支
え
る
主

要
な
人
脈
の
一
つ
と
も
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
『
文
藝
春
秋
』
を
創
刊
し

た
菊
池
は
、文
壇
へ
の
将
棋
の
普
及
に
さ
ら
に
熱
心
に
な
っ
て
い
く
40
。『
三

田
文
学
』
の
出
身
で
、
の
ち
に
将
棋
観
戦
記
者
と
な
っ
た
倉
島
竹
二
郎
は
、

大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
様
子
と
し
て
、「
菊
池
先
生
が
将
棋

を
指
さ
ぬ
日
と
て
は
な
か
っ
た
。
そ
の
影
響
は
大
き
く
、
将
棋
を
知
ら
ぬ

者
で
は
原
稿
が
も
ら
え
ぬ
と
い
う
の
で
、
菊
池
家
へ
出
入
り
の
雑
誌
の
連

中
の
す
べ
て
が
将
棋
を
覚
え
た
（
中
略
）
文
藝
春
秋
社
で
も
将
棋
だ
け
は

お
お
っ
ぴ
ら
で
、
社
長
室
に
は
将
棋
盤
が
置
い
て
あ
り
、
い
つ
も
駒
音
が

跳
ね
あ
が
っ
て
い
た
41
」
な
ど
、
こ
の
時
期
文
壇
内
の
大
勢
力
と
な
っ
た

『
文
藝
春
秋
』
界
隈
が
将
棋
文
化
圏
と
し
て
の
性
質
を
濃
厚
に
持
っ
て
い

た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　

菊
池
が
、
雑
誌
編
集
、
会
社
運
営
に
原
稿
執
筆
と
い
う
人
並
み
以
上
の

多
忙
さ
の
中
で
、
こ
の
よ
う
に
将
棋
に
執
着
し
続
け
た
意
味
は
何
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
芥
川
の
芸
術
／
遊
戯
観
へ
の
対
抗
意
識
が
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あ
っ
た
。
た
と
え
ば
次
の
菊
池
の
文
章
な
ど
は
、「
勝
負
事
」＝
遊
戯
を
否

定
し
よ
う
と
す
る
芥
川
に
明
ら
さ
ま
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
読
む

こ
と
が
で
き
よ
う
。

勝
負
事
は
芸
術
と
同
じ
位
に
、
人
の
生
活
に
喰
ひ
入
つ
て
居
り
、
芸
術
よ

り
は
下
品
で
あ
る
が
、
そ
の
重
要
さ
は
同
じ
位
で
あ
ら
う
。
人
生
か
ら
勝

負
事
を
取
ら
れ
る
の
と
、
芸
術
を
取
ら
れ
る
の
と
ど
ち
ら
が
い
ゝ
か
と
、

投
票
し
て
み
た
ら
、
必
ず
し
も
芸
術
か
が
勝
つ
と
は
き
ま
つ
て
ゐ
な
い
42

　

そ
し
て
、
こ
の
菊
池
を
中
心
と
し
た
『
文
藝
春
秋
』
は
、
文
壇
内
で
大

勢
力
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

芥
川
龍
之
介
は
劣
勢
の
中
で
、
友
人
た
ち
を
遊
戯
か
ら
引
き
放
さ
ん
と

す
る
試
み
を
続
け
た
よ
う
だ
。
部
分
的
に
戦
果
を
挙
げ
た
形
跡
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
大
正
十
一
年
五
月
二
十
一
日
に
小
穴
隆
一
に
宛
て
た
手
紙
で

は
「
将
棊
お
や
め
の
由
祝
着
也
」
と
書
い
て
あ
る
43
。
友
人
が
趣
味
を
手

放
し
た
44
こ
と
を
喜
ぶ
と
い
う
こ
の
書
簡
の
内
容
は
、
よ
ほ
ど
の
背
景
を

想
定
し
な
け
れ
ば
理
解
し
が
た
い
、
一
見
異
様
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。

だ
が
、
こ
こ
ま
で
の
経
緯
を
見
て
き
た
我
々
に
は
、
こ
の
意
味
は
よ
く
分

か
る
。
小
穴
は
芥
川
の
親
友
で
あ
り
、
芥
川
が
観
戦
し
て
い
た
先
述
の
写

真
に
お
い
て
将
棋
を
指
し
て
い
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
大
正
十
年
一
月

三
十
日
に
芥
川
と
小
穴
ら
が
布
施
弁
天
を
訪
ね
た
際
の
寄
書
き
45
に
は
、

小
穴
が
将
棋
を
指
し
て
い
る
「
円
中
先
生
難
局
之
図
」
も
描
か
れ
て
お
り
、

芥
川
の
近
傍
で
日
常
的
に
将
棋
を
指
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ

の
小
穴
が
将
棋
を
辞
め
た
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
報
告
し
、
芥
川
が
そ
れ
に
返

信
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
は
、
芥
川
が
小
穴
に
将
棋
か
ら
足
を
洗
う
よ
う

促
し
て
い
た
経
緯
が
透
け
て
見
え
る
。

　

本
人
も
「
遊
戯
の
心
得
は
殆
ど
な
い
46
」
と
公
言
し
、
雑
誌
の
記
事
タ

イ
ト
ル
に
「
芥
川
氏
の
遊
戯
嫌
い
47
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る

よ
う
に
、
芥
川
の
こ
う
し
た
姿
勢
は
文
壇
で
周
知
の
事
実
と
な
っ
て
い

た
。
一
時
期
芥
川
邸
の
常
連
で
あ
っ
た
瀧
井
孝
作
が
、
芥
川
に
つ
い
て

「
囲
棋
カ
ル
タ
遊
戯
の
道
具
の
傍
で
時
間
の
消
費
は
手
易
い
が
、
主
人
公

は
主
に
談
話
で
座
を
持
っ
て
ゐ
ら
れ
た
か
ら
、
談
話
だ
け
で
ど
の
客
も
ど

の
客
も
倦
ま
せ
な
い
と
云
ふ
こ
と
は
大
し
た
業
だ
つ
た
48
」
と
回
想
し
て

い
る
よ
う
に
、
遊
戯
を
退
け
る
芥
川
の
姿
勢
は
、
後
輩
作
家
た
ち
の
尊
敬

を
勝
ち
得
て
い
た
一
面
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
芥
川
の
文
学
が
果
た
し
て
純
粋
に
反
遊
戯
的
な
も
の
で
あ
っ

た
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
微
妙
な
問
題
が
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
第
三
次
『
新
思
潮
』
に
参
加
し
て
自
作
を
発
表
し
始
め
た

こ
と
に
つ
い
て
、
芥
川
は
「
新
思
潮
へ
か
く
事
は
僕
は
全
く
遊
戯
の
や

う
に
思
つ
て
ゐ
る
49
」
と
、「
遊
戯
」
の
語
に
よ
っ
て
言
語
化
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
い
よ
い
よ
自
分
た
ち
が
主
役
と
な
っ
て
第
四
次
『
新
思
潮
』

を
始
め
た
瞬
間
、「
遊
戯
」
的
な
文
学
を
全
否
定
す
る
成
瀬
の
作
品
が
そ
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の
巻
頭
に
載
り
、
そ
れ
を
同
人
た
ち
の
主
張
と
見
な
す
時
評
が
出
た
の
で

あ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
、
成
瀬
の
遊
戯
的
文
学
否
定
論
は
、
雑
誌
へ
の
作

品
の
発
表
を
平
気
で
「
遊
戯
」
だ
と
言
っ
て
し
ま
う
芥
川
へ
の
牽
制
を
も

含
ん
で
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

芥
川
は
、
成
瀬
の
こ
う
し
た
主
張
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を

示
す
の
か
、
迷
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
大
正
六
年
頃
の
執
筆
と
さ
れ
る
未
定

稿
「「Lies in Scarlet
」
の
言
」
の
冒
頭
に
、「「
芸
術
は
遊
戯
で
は
な
い
。」

―
か
う
云
ふ
程
、
現
代
は
遊
戯
に
対
す
る
見
解
が
堕
落
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
芸
術
に
対
す
る
見
解
は
、
毫
も
そ
の
為
に
進
歩
し
て
ゐ
な
い
」

と
書
き
付
け
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
成
瀬
的
な
文
学
観
へ

の
揶
揄
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
芸
術
を
「
遊
戯
」
程
度
の
価
値
の
も
の
に

切
り
下
げ
て
し
ま
う
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
芸
術
の
「
遊
戯
」

性
を
認
め
る
こ
と
が
芸
術
の
本
質
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
「Lies in Scarlet

」
は
「
真
っ
赤
な
嘘
」
の
意
味
で
あ
る
が
、

主
張
が
筆
者
自
身
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
信
念
で
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
と
同

時
に
、
タ
イ
ト
ル
自
体
が
そ
う
し
た
遊
戯
的
な
ス
タ
イ
ル
で
付
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
自
体
は
、
遊
戯
擁
護
の
姿
勢
を
行
為
遂
行
的
に
示
す
も
の
で
も

あ
る
。
署
名
に
「
羽
賀
宅
阿
」
と
、「
あ
く
た
が
わ
」
を
逆
か
ら
読
ん
だ

い
か
に
も
遊
戯
的
な
ペ
ン
ネ
ー
ム
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、「
遊
戯
」

を
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
引
き
受
け
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
一

方
、
芥
川
の
主
張
を
逆
さ
ま
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
解
釈
の
可
能
性
が
用

意
さ
れ
て
い
る
。
幾
重
に
も
韜
晦
と
逆
説
を
重
ね
た
中
に
、
遊
戯
の
問
題

が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
文
章
は
こ
の
よ
う
に
高
度
に
テ
ク
ニ
カ
ル
な
言
語
実
験

を
試
み
た
文
章
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
発
表
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
こ
ま
で
の
韜
晦
を
経
て
も
な
お
、
芥
川
に
公
開
を
躊
躇
わ
せ
る
も

の
と
は
何
だ
っ
た
の
か
。
芥
川
の
遊
戯
観
を
引
き
続
き
見
て
い
き
な
が
ら

検
討
し
て
み
よ
う
。

　

前
世
代
に
引
き
続
き
、
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
も
「
遊
戯
」
と
い
う
批

判
タ
ー
ム
は
幅
広
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
本
間
久
雄
「
浪
漫
主

義
か
現
実
主
義
か
51
」
で
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
全
般
を
「
単
な
る
遊

戯
文
学
」
と
断
じ
た
。
芥
川
は
、
必
ず
し
も
自
身
を
指
す
わ
け
で
は
な

い
こ
の
言
葉
に
、「
或
悪
傾
向
を
排
す
52
」
と
い
う
文
章
で
、
な
ぜ
か
率
先

し
て
反
応
し
て
み
せ
て
い
る
。
本
間
の
主
張
に
つ
い
て
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
は
「
単
な
る
空
想
に
よ
つ
て
、
興
味
を
喚
起
す
る
芸
術
」
で
、「
単
な

る
遊
戯
文
学
」
で
、「
単
な
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
文
芸
」
だ
と
云

ふ
非
難
ら
し
い
」
と
芥
川
は
ま
と
め
る
。
そ
し
て
、「
も
し
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ

ズ
ム
な
る
も
の
が
、
御
説
の
如
く
な
イ
ズ
ム
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
に
退
治

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
そ
れ
と
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
が

上
記
の
「
単
な
る
遊
戯
文
学
」
だ
と
す
る
の
と
は
、
自
ら
又
問
題
が
別
で

あ
る
。（
中
略
）
十
九
世
紀
の
一
大
精
神
的
運
動
た
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
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が
、「
単
な
る
遊
戯
文
学
」
だ
け
で
片
づ
け
ら
れ
な
い
事
実
は
（
中
略
）
明

か
で
あ
る
」
と
言
う
。
こ
こ
で
は
本
間
が
一
度
用
い
た
だ
け
の
「
遊
戯
文

学
」
と
い
う
語
を
何
度
も
反
復
し
て
、
対
象
が
本
当
に
「
遊
戯
文
学
」
な

の
だ
と
す
れ
ば
当
然
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
い
う
前
提
が
繰
り
返

し
確
認
さ
れ
て
い
る
。
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
53
の
で
こ
こ
で
は
簡
単

な
確
認
に
止
め
る
が
、「
或
悪
傾
向
を
排
す
」
と
い
う
文
章
全
体
の
趣
旨

は
、「
う
ま
す
ぎ
る
」
と
い
う
芥
川
に
対
し
て
し
ば
し
ば
向
け
ら
れ
た
批

判
が
批
判
と
し
て
成
立
し
得
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
、
論
争
応
答
的
な
文

章
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
自
己
の
文
学
の
価
値
の
成
立
如
何
を
賭
け
た
文

章
の
中
で
、
芥
川
は
、
自
身
の
こ
と
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
本
間
の
「
遊

戯
文
学
」
と
い
う
批
判
タ
ー
ム
に
過
敏
に
反
応
し
て
、
あ
る
傾
向
が
「
遊

戯
文
学
」
な
ら
ば
当
然
「
退
治
す
べ
き
も
の
」
だ
と
い
う
立
場
を
こ
と
さ

ら
に
強
調
し
な
が
ら
、
論
争
に
参
加
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

　

芥
川
は
、
翌
年
の
「
芸
術
そ
の
他
54
」
で
も
「
芸
術
の
為
の
芸
術
は
、

一
歩
を
転
ず
れ
ば
芸
術
遊
戯
説
に
堕
ち
る
」
と
、
芸
術
至
上
主
義
の
頽
落

形
態
に
「
遊
戯
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
か
つ
て

「「
芸
術
は
遊
戯
で
は
な
い
。」
―
か
う
云
ふ
程
、
現
代
は
遊
戯
に
対
す

る
見
解
が
堕
落
し
た
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
た
頃
の
遊
戯
的
芸
術
擁
護

の
主
張
は
見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
強
硬
な
芸
術
遊
戯
観
否
定
の
言
葉
で

あ
る
。

　

し
か
し
他
方
で
、
芥
川
は
自
身
の
営
為
を
「
遊
戯
」
と
形
容
し
て
み
せ

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
久
米
ら
遊
戯
的
文
学
グ
ル
ー
プ
が
創
刊

し
た
『
人
間
』
に
寄
せ
た
「
骨
董
羹
55
」
の
「
後
世
」
と
い
う
項
で
は
、

永
遠
に
価
値
を
認
め
ら
れ
る
文
学
が
あ
り
得
な
い
こ
と
を
論
じ
た
上
で
、

「
願
く
ば
一
生
後
世
を
云
は
ず
、
紛
々
た
る
文
壇
の
張
三
李
四
と
、
ト
ル

ス
ト
イ
を
談
じ
、
西
鶴
を
論
じ
、
或
は
又
甲
主
義
乙
傾
向
の
是
非
曲
直
を

喋
々
し
て
、
遊
戯
三
味
の
境
に
安
ん
ぜ
ん
か
な
」
と
述
べ
て
い
る
。
直
接

的
に
は
自
身
の
理
想
や
願
望
と
し
て
「
遊
戯
三
昧
」
と
い
う
言
葉
を
用
い

て
い
る
わ
け
だ
が
、
後
世
に
残
る
傑
作
を
残
す
こ
と
を
断
念
し
て
文
壇
で

の
一
過
的
な
交
際
に
身
を
委
ね
る
こ
と
を
「
遊
戯
」
と
表
現
す
る
こ
と
に

は
、
そ
れ
を
決
し
て
望
ま
し
い
も
の
と
の
み
見
る
わ
け
で
は
な
い
、
自
嘲

的
な
響
き
も
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
芥
川
は
、
売
り
物
と
な
る
小
説
な
ど
と
は
別
に
、
俳
句
を
詠
ん
で

書
簡
な
ど
で
友
人
に
披
露
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
自
ら
の
句
作
に
つ
い

て
「
新
年
号
に
そ
ろ
そ
ろ
悩
ま
さ
れ
居
る
に
は
悲
惨
だ　

小
閑
を
偸
ん
で

遊
戯
の
文
字
を
並
べ
る
外
に
楽
し
み
は
な
い
56
」
と
表
現
し
た
り
も
し
て

い
た
。
こ
こ
で
は
、
自
身
の
句
作
に
つ
い
て
「
遊
戯
」
と
謙
遜
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
他
方
で
芥
川
は
、
商
品
と
し
て
文
章
を
発
表
す
る
こ

と
を
「
売
文
」
と
盛
ん
に
卑
下
し
て
い
た
作
家
で
も
あ
る
57
。
こ
こ
で
も
、

依
頼
さ
れ
た
仕
事
に
追
わ
れ
る
自
己
の
境
遇
は
「
悲
惨
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
。
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
逆
に
「
売
文
」
に
な
ら
な
い
こ
う
し
た
句
作

こ
そ
、
内
的
な
表
現
欲
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
純
粋
な
芸
術
的
営
為
と
い
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う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。「
遊
戯
」
こ
そ
が
芸
術
な
の
だ
と
い
う
逆
説

が
、
こ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
微
妙
な
逆
説
を
含
む
も
の
を
除
い
て
は
、
遊
戯
を

め
ぐ
る
芥
川
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
や
は
り
成
瀬
と
同
様
、
否
定
的
な
も

の
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。「
芭
蕉
雑
記
58
」
で
は
、「
芭
蕉
の
言

葉
の
気
ぐ
み
は
殆
ど
剣
術
で
も
教
へ
る
や
う
で
あ
る
。
到
底
俳
諧
を
遊
戯

に
し
た
世
捨
人
な
ど
の
言
葉
で
は
な
い
」
と
し
て
、「
遊
戯
」
的
で
な
か
っ

た
こ
と
を
根
拠
に
芭
蕉
が
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
東
西
問
答
59
」
で

は
、「
文
人
墨
客
の
風
流
は
、
先
づ
日
永
の
遊
戯
で
あ
る
。
南
画
々
々
と

云
ふ
け
れ
ど
、
二
三
の
天
才
を
の
ぞ
い
た
外
は
、
大
部
分
下
ら
な
い
も
の

と
云
つ
て
差
支
へ
な
い
。
僕
は
あ
ゝ
云
ふ
風
流
を
弄
び
た
く
な
い
」
と
さ

れ
、「
遊
戯
」
は
「
下
ら
な
い
も
の
」
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
て
い
る
。

室
生
犀
星
の
『
高
麗
の
花
60
』
へ
の
書
評
61
で
も
「
何
処
ま
で
も
遊
戯
に

堕
せ
ず
」
と
い
う
言
葉
が
讃
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

文
学
や
芸
術
を
語
る
上
で
の
「
遊
戯
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
芥
川
の

姿
勢
が
こ
の
よ
う
に
揺
れ
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
揺
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
に
は
強
硬
な
遊
戯
否
定
の
論
陣
を
張
っ
た

の
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
。
あ
る
い
は
、
遊
戯
文
学
擁
護

の
主
張
を
書
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
幾
重
に
も
逆
説
の
中
に
包
ん
で
韜
晦

し
、
な
お
か
つ
発
表
を
控
え
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。

　

そ
の
理
由
は
、
何
よ
り
も
彼
の
文
学
的
実
質
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
芥
川
に
と
っ
て
遊
戯
は
、
人
々
が
そ
こ
に
し
ば
し
ば
認
め
る
気
楽
さ

で
は
な
く
、
む
し
ろ
没
入
し
て
し
ま
う
切
実
さ
の
問
題
と
こ
そ
近
接
し
て

い
た
。

　

た
と
え
ば
大
西
永
昭
62
は
、「
芥
川
は
そ
の
初
期
か
ら
「
鼻
」（『
新
思
潮
』

一
九
一
六
年
二
月
）
や
「
虱
」（『
希
望
』
一
九
一
六
年
五
月
）
な
ど
の
ユ
ー

モ
ア
小
説
と
も
と
れ
る
作
品
を
発
表
し
続
け
た
作
家
で
あ
る
」
と
し
て
、

同
時
代
の
「
ふ
ざ
け
た
」「
不
真
面
目
な
」
作
風
と
見
な
さ
れ
た
宇
野
浩

二
な
ど
と
の
関
連
か
ら
「
葱
63
」
な
ど
の
後
年
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的

な
小
説
を
論
じ
て
い
る
。
稿
者
も
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
に
現
実
の
よ
う
な
意
義
を
認
め
て
そ
こ
に
沈
潜
す
る
こ
と
へ
の
志

向
が
、
そ
の
志
向
の
切
実
さ
を
共
有
し
な
い
向
き
に
は
単
に
遊
戯
的
で
滑

稽
な
も
の
に
見
え
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
64
。
そ
し

て
芥
川
に
と
っ
て
、
こ
う
し
た
遊
戯
性
は
、
お
の
れ
の
文
学
的
本
質
と
切

り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　

現
実
で
な
い
も
の
へ
の
没
入
と
い
う
問
題
が
芥
川
に
と
っ
て
遊
戯
性
の

問
題
と
重
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
少
年
」
の
「
お
母

さ
ん
」
の
章
65
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
章
で
は
、
行
軍
将
棋
ご
っ

こ
に
没
入
し
、
戦
場
で
命
を
落
と
す
間
際
の
よ
う
な
「
お
母
さ
ん
」
と
い

う
声
を
無
自
覚
に
上
げ
て
い
た
少
年
時
代
が
回
想
さ
れ
る
。

　
「
少
年
」
は
、「
お
母
さ
ん
」
を
含
ま
な
い
前
半
部
分
が
発
表
さ
れ
た
段

階
で
、
徳
田
秋
声
か
ら
「
単
に
言
葉
の
う
へ
の
遊
戯
に
て
い
か
い
し
て
ゐ
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る
66
」
と
批
判
さ
れ
た
。「
お
母
さ
ん
」
で
行
軍
将
棋
と
い
う
遊
戯
を
出

し
た
の
は
、
秋
声
の
批
判
へ
の
当
て
付
け
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
も
あ

れ
、
本
作
の
主
題
に
遊
戯
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
え
な
い
に
し
て

も
、
こ
こ
で
は
、
遊
戯
を
取
り
に
足
ら
ぬ
そ
の
場
で
の
一
時
的
な
娯
楽
と

し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
が
隠
喩
的
に
示
す
戦
争
の
体
験
そ
の
も
の
の
よ
う

に
感
受
し
て
し
ま
う
、
傍
か
ら
は
滑
稽
に
も
見
え
か
ね
な
い
感
性
が
、
積

極
的
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
芥
川
に
と
っ

て
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
で
は
な
く
も
う
一
つ
の

生
と
し
て
真
剣
に
捉
え
て
し
ま
う
感
性
の
問
題
で
あ
っ
た
。
本
作
で
は
、

そ
の
感
性
が
主
人
公
に
と
っ
て
少
年
時
代
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
大
人

に
な
っ
た
現
在
の
も
の
で
も
あ
る
こ
と
が
結
末
で
示
唆
さ
れ
る
の
だ
が
、

こ
れ
は
芥
川
そ
の
人
の
感
性
な
の
で
あ
る
67
。

　

芥
川
の
小
説
に
は
、
現
実
で
は
あ
り
得
な
い
と
思
っ
て
い
た
空
想
が
現

実
化
す
る
話
や
、
現
実
化
し
な
い
ま
ま
で
個
人
に
と
っ
て
現
実
の
よ
う
な

強
度
を
持
っ
て
し
ま
う
話
、
あ
る
い
は
現
実
そ
の
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た

も
の
が
空
想
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
話

が
、
最
初
期
か
ら
繰
り
返
し
登
場
す
る
68
。

　

祈
り
や
想
像
の
世
界
に
没
入
し
て
い
く
老
人
を
描
い
た
デ
ビ
ュ
ー
前
の

習
作
「
老
狂
人
69
」
や
デ
ビ
ュ
ー
作
「
老
年
70
」、「
す
れ
ば
」
と
い
う
仮

定
の
話
が
現
実
化
す
る
「
羅
生
門
71
」、
あ
り
得
そ
う
も
な
い
願
望
が
現

実
と
な
る
「
鼻
72
」「
芋
粥
73
」、
地
獄
と
い
う
空
想
上
の
世
界
が
生
き
な

が
ら
に
し
て
眼
前
に
現
れ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
る
「
孤
独
地
獄
74
」、
現

代
日
本
文
明
の
勘
所
だ
と
信
じ
た
論
点
が
独
善
的
な
妄
想
で
し
か
な
か
っ

た
こ
と
に
気
付
く
「
手
巾
75
」
な
ど
、『
中
央
公
論
』
デ
ビ
ュ
ー
ま
で
の

ご
く
最
初
期
の
も
の
だ
け
を
見
て
も
、
芥
川
が
書
い
た
も
の
は
、
そ
の
多

く
が
空
想
の
強
度
が
現
実
の
強
度
に
劣
ら
ず
強
い
こ
と
を
示
す
作
品
で

あ
っ
た
。

　

そ
の
後
の
も
の
を
見
て
も
同
様
で
あ
る
。「
瓢
箪
か
ら
駒
」
的
な
筋
を

持
つ
「
狢
76
」「
南
瓜
77
」「
龍
78
」
や
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
没
入
し
て
し
ま

う
「
片
恋
79
」「
葱
」、
夢
に
現
実
以
上
の
意
味
が
生
じ
る
「
黄
梁
夢
80
」「
魔

術
81
」、
個
人
が
内
面
に
お
い
て
作
り
上
げ
た
独
特
な
物
語
や
空
想
的
な
世

界
が
現
実
を
凌
ぐ
意
味
を
持
つ
「
舞
踏
会
82
」「
南
京
の
基
督
83
」「
藪
の

中
84
」「
河
童
85
」
や
、
数
多
く
の
切
支
丹
も
の
の
作
品
群
。
芥
川
の
重
要

な
作
品
の
多
く
が
、
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
を
持
っ
て
い
る
。
現
実
世
界
の

表
象
や
論
理
と
は
異
な
る
歯
車
の
幻
覚
や
言
葉
の
暗
合
に
苦
し
め
ら
れ
て

死
へ
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
く
様
子
を
描
い
た
遺
稿
「
歯
車
86
」
に
至
る
ま

で
、
芥
川
の
文
学
を
貫
く
も
の
は
、
ま
さ
に
そ
れ
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

　

し
て
み
れ
ば
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
滑
稽
さ
は
、
虚
構
に
実
存
を
賭

し
て
し
ま
う
芥
川
自
身
の
滑
稽
さ
で
も
あ
る
。「
少
年
」
に
お
い
て
そ
の

こ
と
が
行
軍
将
棋
ご
っ
こ
と
い
う
遊
戯
を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
た
よ
う

に
、
芥
川
に
お
い
て
、
遊
戯
は
自
己
の
文
学
の
最
も
本
質
的
な
問
題
系
に

直
接
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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そ
し
て
、
こ
う
し
た
点
か
ら
芥
川
が
勝
負
事
＝
遊
戯
と
の
親
和
性
を

持
っ
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
代
に
も
理
解
者
を
持
っ
て
い

た
。
菊
池
寛
は
、
芥
川
の
作
品
の
パ
ロ
デ
ィ
に
よ
っ
て
そ
の
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
。

　
「
勝
負
事
と
云
ふ
と
、
ど
ん
な
些
細
な
事
で
も
、
厳
し
く
戒
し
め
ら
れ

て
来
ま
し
た
」
と
い
う
「
私
の
友
達
」
の
一
人
語
り
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど

構
成
さ
れ
る
菊
池
寛
「
勝
負
事
87
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
友
人
の
設
定

自
体
、
勝
負
事
嫌
い
を
公
言
し
た
芥
川
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
内
容

も
、
右
に
挙
げ
た
芥
川
の
デ
ビ
ュ
ー
小
説
「
老
年
」
の
主
題
を
遊
蕩
か
ら

勝
負
事
に
変
え
た
よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
。
簡
単
に
比
較
し
て
み
よ
う
。

　
「
老
年
」
は
、「
親
ゆ
づ
り
の
玄
米
問
屋
の
身
上
を
す
つ
て
し
ま
」
う
ほ

ど
「
一
生
を
放
蕩
と
遊
芸
と
に
費
し
た
人
」、「
房
さ
ん
」
の
話
で
あ
る
。

老
い
込
ん
で
そ
う
し
た
様
子
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
驚
い
て
い

る
他
の
人
達
が
、
部
屋
の
中
か
ら
「
何
を
す
ね
て
る
ん
だ
つ
て
こ
と
よ
」

な
ど
と
い
う
「
房
さ
ん
」
の
声
が
聞
こ
え
て
く
る
の
に
気
付
き
、
老
い
て

も
な
お
女
と
逢
っ
て
い
る
の
か
と
予
想
し
て
覗
い
て
み
る
と
、「
な
ま
め

い
た
語
」
を
猫
相
手
に
繰
り
返
し
て
い
る
「
房
さ
ん
」
を
発
見
す
る
、
と

い
う
筋
で
あ
る
。
回
想
な
の
か
空
想
な
の
か
、
現
実
と
隔
絶
さ
れ
た
世
界

を
「
房
さ
ん
」
は
立
ち
上
げ
、
そ
こ
に
自
ら
没
入
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

菊
池
の
「
勝
負
事
」
は
、「
長
く
庄
屋
を
勤
め
た
旧
家
」
の
財
産
を
勝

負
事
の
趣
味
に
よ
っ
て
蕩
尽
し
て
し
ま
っ
た
「
祖
父
」
の
話
で
あ
る
。「
祖

父
」
は
六
十
を
過
ぎ
て
「
ふ
つ
ゝ
り
と
賭
博
を
止
め
」
た
が
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
「
何
と
な
く
ほ
う
け
て
し
ま
」
っ
た
と
い
う
印
象
を
家
族
は

持
っ
て
い
る
。
あ
る
日
、
家
族
が
祖
父
を
探
し
て
い
る
と
「
今
度
は
、
俺

が
勝
ち
だ
」
と
い
う
祖
父
の
声
が
聞
こ
え
て
き
て
、
好
き
だ
っ
た
賭
博
を

ま
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
し
て
覗
い
て
み
る
と
、
藁
の
長
さ

を
孫
と
比
べ
合
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
、
と
い
う
筋
で
あ

る
。
か
つ
て
の
勝
負
事
の
記
憶
を
な
ぞ
り
直
す
か
の
よ
う
に
高
々
と
笑
う

祖
父
の
姿
が
結
末
で
は
描
写
さ
れ
て
い
る
。

　

比
較
す
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
勝
負
事
」
は
露
骨
な
「
老
年
」
の

パ
ロ
デ
ィ
と
言
っ
て
よ
い
。
猫
相
手
の
女
と
の
逢
瀬
ご
っ
こ
に
ロ
マ
ン
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
孫
相
手
の
賭
博
ご
っ
こ
に
同
じ
も
の
を

認
め
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
だ
。
芥
川
の
芸

術
観
を
そ
の
ま
ま
借
り
て
勝
負
事
＝
遊
戯
を
肯
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
芥
川
の
本
質
を

理
解
し
た
上
で
の
揺
さ
ぶ
り
を
明
確
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
か
し
、
遊
戯
が
自
己
の
本
質
に
関
わ
る
も
の
だ
と
し
て
も
、
あ
る
い

は
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
と
言
う
べ
き
か
、
芥
川
は
公
に
す
る
文
章
に
お
い
て

遊
戯
そ
の
も
の
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
そ
れ
が
い
か
に
芥
川
に
と
っ
て
真
摯
に
追
求
す
べ
き
テ
ー
マ
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
世
間
に
お
け
る
遊
戯
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
は
そ
れ
と
は

真
逆
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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漱
石
が
芥
川
の
小
説
に
初
め
て
与
え
た
有
名
な
書
簡
88
は
、
芥
川
の
作

品
が
「
巫
山
戯
て
ゐ
な
」
い
こ
と
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
可
笑
味
」
が
出

て
い
る
こ
と
、
と
い
う
、
芥
川
の
小
説
に
お
け
る
二
面
性
を
捉
え
た
も
の

で
あ
っ
た
。
本
稿
の
視
点
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
、
芥
川
の
小
説
の
美
点
は
、

笑
え
る
よ
う
な
、
遊
戯
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て

悪
い
意
味
で
「
巫
山
戯
」
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
意
味
で
真
剣
な
も
の

で
あ
る
。
漱
石
は
そ
う
し
た
芥
川
の
本
質
を
見
抜
い
て
い
た
。
だ
が
、
こ

う
し
た
微
妙
な
二
面
性
を
見
る
の
は
、
誰
に
と
っ
て
も
容
易
な
こ
と
だ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。

　

デ
ビ
ュ
ー
以
来
、
芥
川
の
作
品
は
、「
聡
明
の
遊
戯
に
堕
し
て
し
ま
ふ
89
」

「
頭
の
遊
戯
、
筆
の
す
さ
び
90
」
な
ど
と
、「
遊
戯
」
の
語
で
た
び
た
び
批

判
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、「
全
体
が
、
笑
ひ
の
影
に
涙
を
蔵
す
フ
モ
ー
ル
の

色
で
彩
ど
ら
れ
ず
に
、
妙
に
趣
の
少
な
い
滑
稽
に
な
つ
て
ゐ
る
91
」「
笑

い
の
背
後
に
涙
が
な
い
92
」「
コ
ミ
ッ
ク
で
あ
っ
て
断
じ
て
フ
モ
ー
ル
で

は
な
い
93
」
な
ど
と
評
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
の
趣
旨
と
捉
え
て
よ
い
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
面
白
さ
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
深
い
意
義
を
伴
う
笑

い
で
は
な
く
単
な
る
遊
戯
的
な
滑
稽
さ
に
終
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で

あ
る
。

　

芥
川
が
芸
術
は
遊
戯
的
な
も
の
だ
と
い
う
考
え
を
表
明
す
る
こ
と
に

は
、
彼
の
作
品
を
低
い
価
値
の
も
の
だ
と
素
朴
に
見
な
す
捉
え
方
を
肯
定

し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
危
険
が
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
芥
川
は
、
遊
戯
的
な
小
説
を
発
表
し
つ
つ
、
時
に
逆
説
的
な

言
辞
を
交
え
な
が
ら
も
遊
戯
を
排
斥
す
る
こ
と
を
自
己
の
小
説
家
と
し
て

の
卓
越
化
の
論
理
と
し
て
い
く
と
い
う
、
独
特
な
二
律
背
反
を
実
践
し
て

い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
隘
路
の
中
で
、
時
に
「
少
年
」
の
よ
う

な
遊
戯
小
説
に
、
ひ
そ
か
に
自
己
の
文
学
の
核
心
を
託
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

五
、
綱
引
き
の
ゆ
く
え

　

こ
こ
ま
で
、
菊
池
、
久
米
、
芥
川
が
、
そ
れ
ぞ
れ
遊
戯
と
骨
絡
み
の
事

情
を
持
ち
、
遊
戯
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
ン
ス
を
示
し
て
き
た
こ
と

を
見
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
に
複
雑
さ
を
抱
え
た
問
題

が
、
複
雑
な
ま
ま
に
ぶ
つ
か
り
合
う
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
で

あ
っ
た
。
芥
川
が
「
芸
術
家
は
勝
負
事
が
嫌
い
だ
」
と
い
う
説
を
公
言

し
、
菊
池
が
正
面
か
ら
そ
れ
に
対
抗
し
て
勝
負
事
に
は
芸
術
に
劣
ら
な
い

意
義
が
あ
る
と
論
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
実
生
活
に
お
い
て
も
そ
れ
を
実
践
し
た

よ
う
に
、
あ
る
い
は
久
米
が
、
芥
川
に
責
め
ら
れ
な
が
ら
も
遊
び
に
溺
れ

て
い
く
弱
い
自
己
を
描
く
こ
と
を
文
壇
で
の
生
存
戦
略
に
採
用
し
た
よ
う

に
、
最
も
見
え
や
す
い
争
点
は
、
小
説
家
で
あ
る
自
分
自
身
が
遊
戯
そ
の

も
の
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
接
す
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
表
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
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こ
の
争
点
に
お
い
て
、
そ
の
後
、
彼
ら
の
綱
引
き
は
ど
の
よ
う
な
推
移

を
辿
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

彼
ら
の
後
輩
作
家
の
動
き
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
こ

と
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
芥
川
、
久
米
、
菊
池
ら
は
、
後
輩
作
家
や

愛
読
者
を
互
い
に
紹
介
し
合
い
、
誰
が
尊
敬
を
得
ら
れ
る
か
を
競
い
合
っ

て
い
た
。
た
と
え
ば
江
口
渙
94
は
、
清
凌
亭
の
女
中
（
の
ち
の
佐
多
稲
子
）

が
芥
川
を
愛
読
し
て
い
た
こ
と
を
自
慢
す
る
た
め
に
芥
川
が
菊
池
や
久
米

を
店
に
連
れ
て
行
っ
て
「
久
米
も
さ
つ
そ
く
一
本
を
そ
う
呈
す
る
ん
だ

な
。
そ
う
し
た
ら
た
ち
ま
ち
愛
読
者
に
な
つ
て
も
ら
え
る
よ
」
と
挑
発
し

た
と
き
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。「
君
は
芥
川
を
崇
拝
し
て
い
る
そ
う

じ
や
な
い
か
。
…
…
芥
川
に
い
わ
せ
る
と
」
と
久
米
が
言
う
と
、
芥
川
が

「
よ
け
い
な
こ
と
を
い
う
や
つ
だ
な
」
と
い
う
よ
う
な
不
愉
快
そ
う
な
表

情
を
し
、
久
米
は
「
に
や
に
や
」
し
て
い
た
と
い
っ
た
様
子
が
、
そ
こ
に

は
記
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
崇
拝
者
の
獲
得
を
文
字
通
り
競
い
合
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
芥
川
邸
の
常
連
と
な
っ
て
い
た
後
輩
作
家
達
を
指
す
「
龍
門
の

四
天
王
」
と
い
う
名
称
は
、「
久
米
君
の
岡
焼
き
」
に
よ
っ
て
「
冗
談
半

分
」
に
唱
え
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
95
。
芥
川
が
後
輩
達
の
尊
敬
を

集
め
て
い
た
い
た
こ
と
に
久
米
が
こ
の
よ
う
に
「
岡
焼
き
」
し
て
い
る
と

い
う
の
は
、
彼
ら
が
後
輩
の
支
持
を
奪
い
合
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
遊
戯
を
排
除
す
る
か
取
り
入
れ
る
か
と
い
う
争
点
は
、
自
ず
と
こ
の

競
争
に
関
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
『
新
思
潮
』
派
の
弟
分
と
し
て
芥
川
に
も
久
米
に
も
菊
池
に
も
世
話
に

な
り
な
が
ら
活
躍
し
た
作
家
に
、
佐
佐
木
茂
索
96
が
い
る
。
彼
の
動
き
は
、

こ
の
問
題
を
見
る
上
で
格
好
の
観
測
点
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

最
初
に
佐
佐
木
が
知
り
合
っ
た
の
は
久
米
正
雄
で
あ
る
。
彼
は
大
正
七

年
ま
で
仁
川
で
俳
句
や
短
歌
を
学
ん
で
お
り
、
そ
の
頃
、
久
米
正
雄
に
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
に
帰
国
し
て
出
版
社
で
働
き
始
め
る

と
、
久
米
の
口
利
き
も
あ
っ
て
念
願
の
文
学
関
係
の
雑
誌
の
仕
事
を
す
る

よ
う
に
な
る
。
久
米
は
、
佐
佐
木
を
芥
川
や
菊
池
に
も
紹
介
し
た
よ
う
で
、

佐
佐
木
は
『
新
思
潮
』
派
人
脈
全
体
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

　

文
学
的
に
佐
佐
木
を
最
も
後
押
し
し
た
の
は
芥
川
で
あ
っ
た
。
大
正
八

年
に
は
芥
川
の
推
薦
に
よ
っ
て
「
お
ぢ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
の
話
97
」

を
『
新
小
説
』
に
発
表
し
て
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
。
芥
川
は
そ
の
作
を

「
圧
巻
98
」
と
評
し
た
。
そ
の
後
も
芥
川
か
ら
激
励
の
手
紙
な
ど
を
た
び
た

び
送
ら
れ
な
が
ら
小
説
を
発
表
し
て
い
き
、
佐
佐
木
の
最
初
の
創
作
集
99

に
は
芥
川
が
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。
大
正
十
四
年
に
芥
川
の
媒
酌
で
大
橋

房
子
（
さ
さ
き
ふ
さ
）
と
結
婚
。
芥
川
が
没
す
る
と
、
佐
佐
木
は
岩
波
書

店
の
『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
の
編
集
同
人
に
も
な
っ
た
。

　

生
計
の
面
で
は
、
菊
池
寛
の
支
援
が
大
き
か
っ
た
よ
う
だ
。
大
正
九
年
、

菊
池
寛
が
か
つ
て
勤
め
て
い
た
時
事
新
報
社
に
菊
池
の
推
薦
で
文
芸
部
主

任
と
し
て
入
社
。
大
正
十
二
年
一
月
に
菊
池
が
『
文
藝
春
秋
』
を
創
刊
す
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る
と
参
加
し
、『
文
藝
春
秋
』
に
参
加
し
た
若
手
作
家
た
ち
が
中
心
と
な
っ

た
『
文
芸
時
代
』
が
創
刊
さ
れ
る
と
、
佐
佐
木
も
同
人
と
な
っ
て
い
る
。

昭
和
四
年
に
は
、
菊
池
か
ら
招
聘
さ
れ
て
『
文
藝
春
秋
』
の
総
編
集
長
に

な
り
、
戦
後
に
菊
池
寛
が
公
職
追
放
と
な
っ
た
際
に
は
、
文
藝
春
秋
新
社

の
社
長
と
な
っ
て
菊
池
寛
の
跡
を
継
い
だ
。

　

こ
う
し
た
佐
佐
木
の
経
歴
に
つ
い
て
は
松
本
清
張
『
形
影
100
』
が
詳
し

い
が
、
松
本
は
「
茂
索
自
身
の
書
い
た
も
の
や
其
他
文
壇
史
的
な
資
料
を

読
ん
で
も
、
文
藝
春
秋
社
入
社
以
前
に
、
菊
池
と
茂
索
の
そ
れ
ほ
ど
の
交

流
は
出
て
こ
な
い
。（
中
略
）
茂
索
は
菊
池
と
は
顔
見
知
り
と
い
う
程
度

で
あ
っ
た
」
と
、
佐
佐
木
の
文
藝
春
秋
社
入
社
の
経
緯
を
や
や
不
可
解
な

も
の
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
し
か
し
、
佐
佐
木
が
将
棋
好
き
で
あ
っ
た

と
い
う
事
実
、
そ
し
て
『
文
藝
春
秋
』
の
関
係
者
に
と
っ
て
将
棋
が
指
せ

る
と
い
う
こ
と
が
持
っ
た
意
味
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
に
は
何
の
不

思
議
も
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　

佐
佐
木
に
「
逆
目
立
つ
101
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
が
、
こ
の
小
説
は
、

友
人
た
ち
の
「
遊
戯
」
と
妻
の
母
の
危
篤
と
を
「
や
り
か
け
た
計
り
で
、

直
ぐ
抜
け
る
ん
ぢ
や
悪
い
」「
第
一
、
残
念
だ
」
と
天
秤
に
か
け
る
場
面

か
ら
始
ま
る
、
遊
戯
中
毒
者
の
話
で
あ
る
102
。
続
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
、
将

棋
を
指
し
て
い
て
中
盤
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
妻
か
ら
父
親
の
死
を
知
ら
さ

れ
、「
一
人
す
ぐ
行
つ
と
い
で
」
と
指
示
し
よ
う
と
し
て
周
囲
か
ら
諫
め

ら
れ
る
と
い
う
、
遊
戯
を
「
親
の
死
に
目
」
以
上
に
重
視
し
よ
う
と
す
る

話
で
あ
る
。
佐
藤
春
夫
が
「
身
辺
雑
事
小
説
103
」
と
本
作
を
称
し
た
こ
と

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
佐
佐
木
自
身
、
文
壇
で
は
遊
戯
好
き
、
将
棋
好

き
で
通
っ
て
い
た
。
倉
島
竹
二
郎
は
佐
佐
木
に
つ
い
て
、「
私
が
三
田
の
学

生
、
茂
索
さ
ん
が
ま
だ
文
藝
春
秋
に
籍
を
置
か
ず
華
々
し
い
作
家
活
動
を

し
て
い
た
こ
ろ
か
ら
の
つ
き
合
い
で
、
将
棋
は
無
二
の
好
敵
手
だ
っ
た
104
」

と
回
想
し
て
い
る
。
周
囲
に
将
棋
好
き
を
集
め
よ
う
と
し
た
菊
池
が
佐
佐

木
を
重
用
し
た
理
由
に
、
こ
の
こ
と
が
無
縁
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
は
不

自
然
で
あ
る
。

　

さ
て
、
先
に
見
た
通
り
、
佐
佐
木
を
文
壇
的
に
最
も
積
極
的
に
後
押
し

し
、
高
い
評
価
を
与
え
て
激
励
し
た
の
は
、
芥
川
龍
之
介
で
あ
っ
た
。
彼

が
「
龍
門
の
四
天
王
」
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
事
実
も
そ
の
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、
佐
佐
木
が
「
逆
目
立
つ
」
を
発
表
し
た
年
に
は
、
佐
佐

木
の
足
は
芥
川
の
書
斎
か
ら
遠
の
い
て
い
た
よ
う
だ
。『
文
藝
春
秋
』
を

中
心
と
す
る
菊
池
ら
の
遊
戯
交
友
圏
に
入
っ
て
い
っ
た
の
と
反
比
例
す
る

よ
う
に
、
佐
佐
木
が
芥
川
と
会
う
の
は
稀
に
な
っ
て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
久
し
振
り
に
芥
川
に
会
っ
た
と
き
の
こ
と
に
つ
い

て
、
佐
佐
木
が
回
想
を
残
し
て
い
る
105
。

　
其
時
僕
は
、
八
月
中
旬
、
久
米
氏
と
二
人
で
訪
ね
て
行
つ
た
時
よ
り
は

余
程
元
気
な
様
な
心
持
で
あ
つ
た
。
八
月
の
時
は
、
縁
側
に
膝
を
抱
い
て

ぼ
ん
や
り
考
へ
事
で
も
し
て
ゐ
る
ら
し
い
、
久
振
り
に
み
る
澄
江
堂
の
変
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り
方
に
、
何
か
い
た
ま
し
い
も
の
を
感
じ
た
。
僕
は
六
百
ケ
ン
と
い
ふ
花

札
の
遊
び
方
を
初
め
て
教
つ
て
、
よ
く
戦
つ
た
。
彼
が
割
合
に
こ
れ
に
熱

心
な
の
が
、
寧
ろ
を
か
し
い
位
だ
つ
た
。
六
百
ケ
ン
を
や
つ
て
ゐ
る
時
だ

け
、
い
ろ
い
ろ
の
「
精
神
的
苦
痛
」
を
忘
却
出
来
た
ら
し
い
。
そ
れ
だ
か

ら
他
に
も
何
か
気
の
紛
れ
る
こ
と
は
な
い
か
と
、
探
し
て
は
ゐ
た
。
あ
る

時
、「
君
は
近
頃
何
を
し
て
遊
ん
で
る
？
」
と
訊
ね
た
事
が
あ
つ
た
。「
ま

あ
将
棋
か
な
、
一
番
面
白
い
は
。」
さ
う
答
へ
る
と
、「
ぢ
や
僕
も
や
ら
う

か
な
、
だ
が
直
き
指
せ
る
か
な
！
」
少
し
は
勉
強
も
入
る
と
答
へ
る
と
、

憮
然
と
し
て
、「
そ
れ
ぢ
や
将
棋
も
駄
目
だ
。
何
か
頭
を
使
は
な
い
も
の
は

な
い
か
な
。」

と
云
つ
た
。

　
『
新
思
潮
』
派
の
出
発
期
以
来
、
遊
戯
と
い
う
も
の
が
彼
ら
の
間
で
持
っ

て
き
た
意
味
を
確
認
し
て
き
た
我
々
に
は
、
こ
れ
が
い
か
に
「
い
た
ま
し

い
」
や
り
取
り
で
あ
る
か
が
分
か
る
。
遊
戯
性
を
自
己
の
文
学
の
内
側
に

抱
え
な
が
ら
も
、
あ
え
て
勝
負
事
嫌
い
を
公
言
し
て
反
遊
戯
派
の
ポ
ジ

シ
ョ
ン
を
引
き
受
け
て
き
た
芥
川
龍
之
介
が
、
遊
戯
を
し
て
い
る
と
き
だ

け
「
い
ろ
い
ろ
の
「
精
神
的
苦
痛
」
な
忘
却
出
来
た
ら
し
い
」
と
い
う
状

態
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
自
己
を
慕
っ
て
い
た
後
輩
が
遊
戯
派
の
側
に
奪
わ
れ
て
い
き
、

稀
に
し
か
会
う
機
会
を
持
て
な
く
な
っ
た
状
況
で
、
そ
の
後
輩
に
対
し
て

自
ら
も
そ
の
遊
戯
に
加
え
て
貰
え
な
い
か
と
尋
ね
る
芥
川
の
様
子
に
、
か

つ
て
の
よ
う
な
意
地
を
張
る
元
気
が
残
っ
て
い
る
の
を
見
出
す
の
は
困
難

で
あ
る
。
友
人
の
将
棋
趣
味
を
非
芸
術
家
的
な
も
の
と
し
て
常
々
否
定

し
、
辞
め
る
よ
う
促
し
さ
え
し
て
い
た
芥
川
が
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ

こ
で
は
「
ぢ
や
僕
も
や
ら
う
か
な
」
と
言
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
佐
佐
木
の
回
想
に
も
登
場
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
、
頭
が
動
か

ず
新
た
に
将
棋
を
覚
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
芥
川
が
友
人
達
を
誘
っ

て
遊
ん
で
い
た
の
は
、
主
に
「
六
百
ケ
ン
」
と
い
う
遊
戯
だ
っ
た
よ
う
だ
。

花
札
の
一
種
で
、
ま
さ
に
「
頭
を
使
は
な
い
」
で
も
ほ
と
ん
ど
運
で
勝
敗

が
決
ま
る
遊
戯
と
言
っ
て
よ
い
が
、
晩
年
、
芥
川
は
こ
う
い
っ
た
花
札
遊

戯
に
没
頭
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

芥
川
の
主
治
医
で
あ
っ
た
下
島
勲
の
日
記
106
に
は
、
芥
川
が
日
常
的
に

友
人
と
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
た
の
か
が
分
か
る
記
述
が
た
く
さ
ん
含

ま
れ
て
い
る
。
大
正
十
二
年
か
ら
、
芥
川
と
「
花
遊
び
」
を
し
た
り
「
支

那
カ
ル
タ
」「
支
那
の
マ
ー
チ
ヤ
ン
」（
麻
雀
の
こ
と
か
）
な
ど
を
遊
ん
だ

り
し
て
い
る
記
述
が
見
え
る
が
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
こ
の
時
期
に
は
例

外
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
晩
年
に
な
る
と
「
六
百
ケ
ン
」
を
始
め

と
す
る
遊
戯
関
係
の
記
録
が
に
わ
か
に
激
増
す
る
。
大
正
十
五
年
十
二
月

二
十
二
日
「
夕
方
か
ら
芥
川
氏
に
連
れ
ら
れ
鵠
沼
へ
行
く
（
中
略
）
間
も

な
く
附
近
に
住
す
る
小
穴
君
来
り　

久
し
振
り
で
談
り
合
ひ
カ
ル
タ
を
始

め
床
に
就
き
し
は
十
二
時
過
き
な
り
し
」、
昭
和
二
年
一
月
四
日
「
八
時
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頃
澄
江
堂
へ
行
き
か
る
た
を
し
て
（
小
穴
君
、
平
松
令
嬢
主
人
夫
妻
と
）

十
時
半
頃
帰
る
」、
三
月
二
十
七
日
「
帰
途
澄
江
堂
に
立
ち
寄
る　

小
穴

の
処
へ
行
き
し
よ
し　

小
穴
氏
を
下
宿
に
訪
へ
ば
果
し
て
あ
り　

犬
鹿
蝶

の
最
中
自
分
も
二
番
ば
か
り
闘
は
し
て
芥
川
氏
同
道
に
て
帰
り
夕
食
を
喫

す
」、
四
月
二
十
四
日
「
夕
食
後
澄
江
堂
へ
行
く　

雑
談
中
小
穴
君
来
り

猪
鹿
蝶
を
や
る
こ
と
ゝ
な
り
十
一
時
半
頃
ま
で
遊
ぶ
」
な
ど
と
あ
る
。

　

な
お
、
下
島
が
こ
の
四
月
二
十
四
日
の
記
事
を
補
っ
て
公
表
し
た
『
人

犬
墨
107
』
内
の
記
述
で
は
、「
十
一
時
半
頃
ま
で
、
例
の
六
百
ケ
ン
を
闘

は
す
」
と
あ
り
、「
六
百
ケ
ン
」
と
日
記
内
の
「
猪
鹿
蝶
」
は
同
じ
も
の

を
指
す
よ
う
だ
。
こ
の
六
日
後
の
四
月
三
十
日
の
出
来
事
に
つ
い
て
、
芥

川
は
「
晩
春
売
文
日
記
108
」
で
「
小
穴
君
を
尋
ね
る
。
生
憎
留
守
な
れ
ば
、

勝
手
に
押
入
れ
よ
り
花
札
を
出
し
、
沖
本
君
と
六
百
ケ
ン
を
す
る
」
と
自

身
で
も
書
い
て
い
る
。
死
の
二
ヶ
月
ほ
ど
前
に
発
表
さ
れ
た
こ
の
文
章

は
、「
勝
負
事
嫌
い
」
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
受
け
て
い
た

自
身
が
、
勝
負
事
に
依
存
す
る
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
異
変
を
人
々
に
知
ら
せ
る
た
め
に
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
時
期
、
遊
戯
に
興
じ
る
芥
川
龍
之
介
に
つ
い
て
、
芥
川
自
身
が
発

信
し
よ
う
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
円
本
の
嚆
矢
と
し
て

有
名
な
『
現
代
日
本
文
学
全
集
』
の
宣
伝
の
た
め
に
改
造
社
が
作
成
し
た
、

「
現
代
日
本
文
学
巡
礼
」
と
い
う
映
画
で
あ
る
。
芥
川
龍
之
介
が
自
宅
の

縁
側
で
帽
子
を
触
り
な
が
ら
煙
草
を
く
ゆ
ら
せ
た
り
木
に
登
っ
て
み
せ
た

り
す
る
こ
の
映
像
は
、
現
在
で
も
有
名
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
昭
和
二
年
四

月
下
旬
か
ら
五
月
の
上
旬
ま
で
の
間
に
久
米
正
雄
に
よ
っ
て
撮
ら
れ
た
と

み
ら
れ
る
109
こ
の
フ
ィ
ル
ム
に
は
、
芥
川
が
小
穴
隆
一
と
ト
ラ
ン
プ
で
遊

ぶ
場
面
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、「
小
穴
君
…
／
た
ま
に
は
、
／
ト
ラ
ン
プ

も
面
白
い
ね
」
と
い
う
文
字
が
表
示
さ
れ
る
。
こ
の
場
面
は
、
映
像
を
保

管
す
る
こ
お
り
や
ま
文
学
の
森
資
料
館
の
企
画
展
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
110
な
ど

の
紹
介
か
ら
は
削
除
さ
れ
て
お
り
、
木
登
り
の
シ
ー
ン
な
ど
と
比
べ
る
と

知
ら
れ
て
い
な
い
部
分
で
あ
る
。
ト
ラ
ン
プ
で
遊
ん
で
い
る
の
は
、
勝
負

事
嫌
い
で
鳴
ら
し
た
芥
川
の
イ
メ
ー
ジ
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
の
フ
ィ
ル
ム
の
中
で
は
、
久
米
正
雄
は
競
馬
に
、

菊
池
寛
は
将
棋
に
興
じ
て
い
る
場
面
が
そ
れ
ぞ
れ
映
っ
て
お
り
、『
新
思

潮
』
派
の
三
人
は
、
三
者
三
様
に
勝
負
事
＝
遊
戯
を
楽
し
む
姿
が
撮
ら
れ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
芥
川
の
台
詞
と
し
て
表
示
さ
れ
る
「
た
ま
に
は
」
と
い
う
言
葉

は
、
遊
戯
嫌
い
の
芥
川
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
元
で
は
、
こ
の
よ
う
に
フ
ァ

ン
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
の
映
像
を
撮
る
と
き
に
し
か
遊
戯
な
ど
し
な
い
と
い

う
意
味
で
読
ま
れ
よ
う
し
、
最
近
遊
ん
で
い
る
遊
戯
は
多
く
が
「
六
百
ケ

ン
」
で
あ
っ
て
「
ト
ラ
ン
プ
」
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
か
ら
言
え

ば
、
事
実
に
即
し
て
い
る
と
も
言
え
る
、
ダ
ブ
ル
ミ
ー
ニ
ン
グ
な
も
の
で

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
前
述
の
「
晩
春
売
文
日
記
」
と
合
わ
せ
て
、
最
晩
年
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の
芥
川
は
、
遊
戯
に
興
じ
る
自
身
の
像
を
、
積
極
的
に
メ
デ
ィ
ア
に
提
示

し
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

下
島
日
記
で
遊
戯
記
録
の
続
き
を
見
よ
う
。
七
月
十
日
「
例
の
犬
鹿
蝶

を
闘
し
、
午
前
一
時
頃
に
至
る　

お
ば
さ
ん
戸
を
閉
め
に
来
て
大
分
ご

熱
心
で
す
ね
と
云
ふ
た
」、
十
三
日
「
直
に
澄
江
堂
に
行
く　

小
穴
君
と

六
百
間
の
激
戦
中
主
人
旗
色
悪
し　

此
夜
運
勢
よ
く
よ
く
勝
つ　

十
二
時

過
辞
し
て
帰
る　

小
穴
君
泊
る
」、
十
八
日
「
澄
江
堂
に
行
き
十
二
時
過

ま
で
談
し
且
つ
遊
び
て
帰
る
」、
二
十
日
「
夕
方
澄
江
堂
へ
診
察
に
行
く　

内
田
百
閒
氏
あ
り　

直
ぐ
帰
る　

例
の
六
百
間
を
し
て
負
け
る　

先
生
大

天
狗
」。
芥
川
は
こ
の
四
日
後
、
自
殺
し
て
発
見
さ
れ
る
。

　

こ
の
最
後
の
勝
負
に
つ
い
て
、
下
島
は
芥
川
自
殺
直
後
の
エ
ッ
セ
イ
111

で
も
書
き
残
し
て
い
る
。

　
私
は
直
ぐ
お
暇
す
る
つ
も
り
で
ゐ
た
と
こ
ろ
、『
今
日
は
先
夜
の
敵
討
ち

を
是
非
す
る
か
ら
』
と
云
つ
て
、
猪
鹿
蝶
の
道
具
を
サ
ツ
サ
と
並
べ
は
じ

め
る
の
で
あ
る
。
私
は
、『
昨
夜
寝
不
足
し
て
ゐ
る
か
ら
御
免
だ
』
と
逃
げ

を
張
つ
た
が
、
仲
々
聴
か
ば
こ
そ
、『
今
日
は
小
穴
に
も
全
勝
し
た
。
今
日

は
誰
に
で
も
勝
て
る
自
信
が
あ
る
か
ら
逃
が
さ
な
い
』
と
非
常
な
勢
ひ
で
、

最
う
親
極
め
の
割
札
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
た
。

　
私
は
逃
げ
出
す
わ
け
に
も
行
か
ず
、
椅
子
か
ら
離
れ
て
机
の
脇
の
座
布

団
の
上
に
座
を
占
め
た
。
が
、
果
せ
る
か
な
。
そ
の
物
凄
い
ほ
ど
の
猛
威

に
圧
せ
ら
れ
て
、
た
ち
ま
ち
の
間
に
三
番
立
て
続
け
に
敗
け
て
し
ま
つ
た
。

氏
は
頗
る
大
得
意
の
ニ
コ
ニ
コ
も
の
で
、『
今
日
は
幾
回
や
つ
て
も
駄
目
で

す
』
と
凉
し
い
顏
で
あ
る
。
茶
を
持
つ
て
来
て
く
だ
さ
つ
た
奧
さ
ん
も
笑

は
れ
た
ぐ
ら
ゐ
で
あ
つ
た
。
私
は
、『
怎
う
も
不
思
議
だ
、
こ
ん
な
筈
は
な

い
』
と
云
へ
ば
、
例
の
薄
笑
ひ
を
漏
ら
し
な
が
ら
、『
怎
う
い
ふ
わ
け
で
せ

う
』
と
皮
肉
な
反
問
を
浴
び
せ
る
の
で
あ
る
。

　『
怎
う
も
斯
う
も
な
い
。
憑
き
も
の
ゝ
加
減
で
頭
が
は
つ
き
り
し
て
ゐ
る

か
ら
で
せ
う
』
と
云
へ
ば

　『
然
り
、
札
が
わ
か
る
』
と
云
つ
て
意
気
軒
昂
で
あ
る
。
私
は
電
燈
が
灯

つ
て
か
ら
帰
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

　

こ
こ
に
は
、
遊
戯
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
ほ
と
ん
ど
屈
託
が
な
い
か

に
見
え
る
様
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
自
殺
を
計
画
し
て
い
た
芥
川
に

と
っ
て
、
上
機
嫌
に
遊
戯
に
興
じ
る
姿
を
周
囲
に
見
せ
る
の
は
、
油
断
さ

せ
て
自
殺
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
手
段
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
芥
川
は
、
反
遊
戯
を
掲
げ
て
き
た
自
己
の
人
生
を
、
最
後
は
遊
戯
的

な
生
活
に
よ
っ
て
締
め
括
ろ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

下
島
日
記
に
は
、
芥
川
と
長
い
時
間
を
過
ご
し
た
こ
と
が
書
か
れ
つ
つ

も
、
詳
細
な
過
ご
し
方
は
省
略
さ
れ
て
い
る
日
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
た

め
、
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
記
録
が
残
っ
た
も
の
が
彼
ら
の
遊
戯
の
全
て

だ
と
捉
え
る
の
は
当
然
誤
り
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
時
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期
、
下
島
以
上
に
芥
川
と
時
間
を
と
も
に
し
て
い
た
の
は
小
穴
隆
一
で

あ
っ
た
。
そ
の
小
穴
と
対
戦
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
下
島
が
偶
然
鉢
合
わ
せ

に
な
る
記
述
が
下
島
日
記
に
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
は
、
下
島
と
の
対
戦

以
上
に
小
穴
と
対
戦
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、
芥
川
の
こ
の
時
期
は
、
次
々
と
雑
誌
等
に
発
表
さ

れ
る
作
品
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
加
え
、
没
後
に
発
表
さ
れ

る
大
量
の
文
章
を
も
書
き
貯
め
て
い
る
は
ず
の
時
期
で
あ
る
。
そ
う
し
た

多
忙
な
は
ず
の
時
期
に
、
深
夜
ま
で
遊
戯
に
熱
中
し
て
い
る
日
が
こ
う
も

頻
繁
に
あ
る
の
は
、
も
は
や
中
毒
的
な
状
態
だ
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
遊
戯
嫌
い
を
公
言
し
て
い
た
は
ず
の
芥
川
が
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
遊
戯
に
熱
を
あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ヒ
ン
ト
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
晩
年
の
芥
川
が
芸
術
観
に
お
い
て

最
も
意
識
し
て
い
た
の
が
志
賀
直
哉
だ
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
志
賀

直
哉
の
日
記
112
を
見
る
と
、
友
人
と
毎
日
の
よ
う
に
将
棋
を
し
て
過
ご
し

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
そ
の
相
手
の
一
人
に
、
瀧
井
孝

作
が
い
た
。

　

瀧
井
は
、
一
時
期
は
芥
川
を
慕
っ
て
田
端
に
住
み
、「
龍
門
の
四
天
王
」

に
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
芥
川
の
書
斎
を
出
入
り
し
て
い
た
が
、
徐
々
に
芥
川

よ
り
も
志
賀
直
哉
へ
の
尊
敬
が
勝
る
よ
う
に
な
り
、
志
賀
を
慕
っ
て
我
孫

子
、
京
都
、
奈
良
と
志
賀
を
追
い
か
け
て
い
っ
た
経
緯
を
持
つ
。
そ
う

な
っ
て
か
ら
も
瀧
井
が
芥
川
と
の
交
際
も
多
少
続
け
て
い
た
こ
と
は
、
芥

川
の
書
簡
な
ど
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
芥
川
は
、
早
い
時
期
か
ら
志
賀
に

対
し
て
尊
敬
の
念
を
抱
い
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
に
自
身
を
慕
う
後
輩
の

崇
拝
を
志
賀
が
奪
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
芥
川
の
敗
北
感
を
さ
ら
に
決
定

的
な
も
の
と
す
る
一
因
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
芥
川
が
志
賀
に
「
芸
術
と
い

ふ
も
の
が
本
統
に
分
つ
て
ゐ
な
い
ん
で
す
113
」
と
述
べ
た
と
い
う
逸
話
は
、

そ
の
こ
と
も
踏
ま
え
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
志
賀
が
創
作
の
傍
ら
で
打
ち
込
ん
で
い
た
の
が
、
や
は

り
将
棋
だ
っ
た
。
瀧
井
孝
作
を
も
志
賀
直
哉
に
奪
わ
れ
、
そ
の
彼
ら
が
将

棋
で
親
睦
を
深
め
て
い
っ
た
こ
と
は
、「
文
学
は
遊
戯
で
は
無
い
」
と
い

う
理
念
に
お
い
て
孤
塁
を
守
っ
て
い
た
芥
川
を
ま
す
ま
す
孤
独
な
状
況
へ

と
追
い
や
っ
て
い
っ
た
だ
ろ
う
。
小
澤
保
博
114
は
、
他
者
か
ら
の
承
認
を

久
米
ら
と
奪
い
合
っ
て
い
た
芥
川
に
つ
い
て
の
、「
自
分
一
人
だ
け
が
誰

か
ら
も
愛
さ
れ
た
い
、
そ
し
て
、
誰
よ
り
も
一
ば
ん
つ
よ
く
愛
さ
れ
た
い

と
い
う
よ
う
な
甘
さ
。
一
脈
の
弱
さ
を
も
つ
た
愛
情
の
上
で
の
エ
ゴ
イ
ズ

ム
。（
中
略
）
そ
の
よ
う
な
弱
点
を
も
つ
芥
川
が
気
の
毒
に
さ
え
も
な
つ

た
115
」
と
い
う
江
口
渙
の
回
想
を
引
き
な
が
ら
、
こ
う
し
た
後
輩
た
ち
の

離
反
の
際
の
芥
川
の
状
況
に
つ
い
て
、「
芥
川
龍
之
介
は
周
辺
の
人
間
に

対
し
て
過
剰
な
愛
を
求
め
て
彷
徨
し
た
」
と
評
し
て
い
る
。

　

佐
佐
木
や
瀧
井
と
い
っ
た
文
壇
方
面
の
若
手
が
離
れ
て
い
き
、
小
穴
隆

一
や
下
島
勲
と
い
う
文
壇
関
係
者
と
は
別
の
方
面
の
友
人
が
近
く
に
残
る

こ
と
に
な
っ
た
芥
川
は
、
反
遊
戯
の
旗
を
降
ろ
し
、
自
身
も
遊
戯
に
コ
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ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
上
孤
独
に
な
る
こ
と
を
何
と
か
防
ご
う
と

し
て
い
た
面
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
芥
川
が
芸
術
上
尊
敬
し
て
い
た

志
賀
が
将
棋
に
熱
を
上
げ
て
い
た
こ
と
も
、
芥
川
が
反
遊
戯
の
旗
を
降
ろ

す
上
で
大
き
な
事
実
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
と
き
、「
文
学
は
遊
戯
で
は
無
い
」
と
い
う
理
念
を
め
ぐ
る
菊
池
、

久
米
と
芥
川
の
間
の
綱
引
き
に
は
、
既
に
実
質
的
に
決
着
が
付
い
て
し

ま
っ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
芥
川
が
佐
佐
木
に
語
っ
た
と
い
う
、「
ぢ

や
僕
も
や
ら
う
か
な
」
と
い
う
言
葉
は
、
長
年
の
争
点
を
め
ぐ
る
敗
北
宣

言
だ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
芥
川
は
な
ぜ
菊
池
に
で
は
な
く
、
佐
佐
木
に
言
っ
た
の
か
。

こ
の
と
き
、
芥
川
が
菊
池
に
伝
え
よ
う
に
も
、
菊
池
寛
は
社
長
と
し
て
既

に
多
忙
と
な
っ
て
お
り
、
芥
川
が
会
お
う
と
思
っ
て
も
容
易
に
は
会
え
な

い
相
手
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

僕
の
最
も
、
遺
憾
に
思
ふ
こ
と
は
、
芥
川
の
死
ぬ
前
に
、
一
ヶ
月
以
上
彼

と
会
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）

　
死
後
に
分
つ
た
こ
と
だ
が
、
彼
は
七
月
の
初
旬
に
二
度
も
、
文
藝
春
秋

社
を
訪
ね
て
く
れ
た
の
だ
。
二
度
と
も
、
僕
は
ゐ
な
か
つ
た
。
こ
れ
も
後

で
分
つ
た
こ
と
だ
が
、
一
度
な
ど
は
芥
川
は
ぼ
ん
や
り
応
接
室
に
し
ば
ら

く
腰
か
け
て
ゐ
た
と
云
ふ
。
し
か
も
、
当
時
社
員
の
誰
も
、
僕
に
芥
川
が

来
訪
し
た
こ
と
を
知
ら
し
て
呉
れ
な
い
の
だ
。
僕
は
、
芥
川
が
僕
の
不
在

中
に
来
た
と
き
は
、
そ
の
翌
日
に
は
、
き
つ
と
彼
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
て

ゐ
た
の
だ
が
、
芥
川
の
来
訪
を
全
然
知
ら
な
か
つ
た
僕
は
、
忙
し
さ
に
取

り
ま
ぎ
れ
て
、
到
頭
彼
を
訪
ね
な
か
つ
た
の
で
あ
る
116
。

　

芥
川
と
菊
池
ら
の
間
の
遊
戯
を
め
ぐ
る
係
争
は
、
遊
戯
派
側
が
支
持
を

集
め
る
形
で
決
着
し
て
い
た
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
そ
の
遊
戯
派
側
が
勢

力
を
大
き
く
し
て
仕
事
に
遊
戯
に
と
多
忙
に
な
り
過
ぎ
た
こ
と
に
よ
り
、

敗
北
し
た
側
が
そ
の
こ
と
を
直
接
伝
え
る
こ
と
さ
え
叶
わ
な
い
も
の
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
晩
年
の
芥
川
が
遊
戯
に
接
近
し
た
こ
と
は
、
一
面
に
お
い
て
は

敗
北
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
他
方
で
は
自
己
の
本
来
に
立
ち
返
る

よ
う
な
、
両
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
後
、
芥
川
は
、

史
上
最
も
有
名
な
文
学
的
自
殺
を
遂
げ
て
み
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
際

芥
川
は
、
い
く
つ
か
の
文
章
を
遺
稿
と
し
て
残
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
遊

戯
を
め
ぐ
る
二
つ
の
文
章
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
こ
に
は
芥
川
的
な
逆

説
が
示
さ
れ
て
い
た
。

　

一
つ
は
、「
十
本
の
針
117
」
と
題
さ
れ
た
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。

一
、
或
人
々

　
わ
た
し
は
こ
の
世
の
中
に
或
人
々
の
あ
る
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ

等
の
人
々
は
何
ご
と
も
直
覚
す
る
と
共
に
解
剖
し
て
し
ま
ふ
。
つ
ま
り
一
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本
の
薔
薇
の
花
は
そ
れ
等
の
人
々
に
は
美
し
い
と
共
に
畢
竟
植
物
学
の
教

科
書
中
の
薔
薇
科
の
植
物
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
現
に
そ
の
薔
薇
の
花
を

折
つ
て
ゐ
る
時
で
も
。
…
…
…
…

　
唯
直
覚
す
る
人
々
は
そ
れ
等
の
人
々
よ
り
も
幸
福
で
あ
る
。
真
面
目
と

呼
ば
れ
る
美
徳
の
一
つ
は
そ
れ
等
の
人
々
（
直
覚
す
る
と
共
に
解
剖
す
る
）

に
は
與
へ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
等
の
人
々
は
そ
れ
等
の
人
人
の
一
生
を
恐
し
い

遊
戯
の
中
に
用
ひ
尽
す
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
幸
福
は
そ
れ
等
の
人
々
に

は
解
剖
す
る
為
に
減
少
し
、
同
時
に
又
あ
ら
ゆ
る
苦
痛
も
解
剖
す
る
為
に

増
加
す
る
で
あ
ら
う
。「
生
ま
れ
ざ
り
し
な
ら
ば
」
と
云
ふ
言
葉
は
正
に
そ

れ
等
の
人
々
に
当
つ
て
ゐ
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、「
直
覚
す
る
と
共
に
解
剖
す
る
」
タ
イ
プ
の
人
間

と
は
芥
川
自
身
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
人
間
は
「
一
生
を
恐
し
い
遊

戯
の
中
に
用
ひ
尽
す
」
の
だ
と
芥
川
は
言
う
。
自
殺
を
計
画
し
て
い
た
芥

川
が
、
自
身
の
人
生
が
「
遊
戯
」
的
な
も
の
だ
っ
た
と
総
括
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

こ
こ
に
は
、
か
つ
て
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
遊
戯
観
が
表
れ
て
い
る
。
人

生
が
「
遊
戯
」
に
し
か
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
直
接
的
に
は
不
幸
な
こ

と
を
意
味
す
る
表
現
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
自
身
が
そ
う
だ
っ
た
と
い
う

主
張
に
は
、
逆
説
的
な
矜
恃
も
い
く
ら
か
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。

　

も
う
一
つ
は
、「
侏
儒
の
言
葉
」
の
遺
稿
118
で
あ
る
。

ス
ト
リ
ン
ト
ベ
リ
イ
は
「
伝
説
」
の
中
に
死
は
苦
痛
か
否
か
と
云
ふ
実
験

を
し
た
こ
と
を
語
つ
て
ゐ
る
。
し
か
し
か
う
云
ふ
実
験
は
遊
戯
的
に
出
来

る
も
の
で
は
な
い
。
彼
も
亦
「
死
に
た
い
と
思
ひ
な
が
ら
、
し
か
も
死
ね

な
か
つ
た
」
一
人
で
あ
る
。

　

自
殺
が
苦
痛
な
の
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
実
験
な
ど
、「
遊
戯
的
に
出

来
る
も
の
で
は
な
い
」
に
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
芥
川
は
、
こ
こ
に
も
死

に
ゆ
く
自
身
を
重
ね
て
書
い
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
、
自
己
の
死
を
「
遊

戯
」
な
ら
ざ
る
も
の
、
真
剣
な
も
の
と
し
て
形
容
す
る
意
図
を
こ
こ
に
読

み
取
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
ス
ト
リ
ン
ト
ベ
リ
イ
は
「
死
に

た
い
と
思
ひ
な
が
ら
、
し
か
も
死
ね
な
か
つ
た
」
の
に
対
し
、
芥
川
は
自

殺
を
敢
行
し
て
み
せ
た
。
自
殺
は
、
自
殺
の
実
験
と
い
う
「
遊
戯
」
な
ら

ざ
る
も
の
を
、
一
歩
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
果
た
し
て
「
遊
戯
」

な
ら
ざ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
そ
れ
は
一
周
回
っ
て
、「
遊

戯
」
と
し
て
生
を
締
め
括
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
「
遊
戯
」
と
「
遊
戯
」
な
ら
ざ
る
も
の
と
の
間
に
自
己
を
宙
吊

り
に
し
て
、
芥
川
は
逝
っ
た
の
で
あ
る
。

付
記

　

本
稿
は
、「
日
本
の
近
代
小
説
は
将
棋
か
ら
始
ま
っ
た
？
」（『
将
棋
と
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文
学
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
平
成
三
十
一
年
一
月
）
お
よ
び
「
漱
石
と
芥
川
は

隠
れ
愛
好
家
？
」（『
東
京
人
』
令
和
三
年
十
二
月
）
に
示
し
た
ア
イ
デ
ア

を
も
と
に
、
大
幅
に
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
の
二
節
、
三

節
の
一
部
は
将
棋
と
文
学
研
究
会
で
の
口
頭
発
表
「
ス
ペ
イ
ン
・
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
流
行
下
の
日
本
文
化
」（
令
和
二
年
七
月
）
を
、
三
節
、
四
節

の
一
部
は
町
田
市
民
文
学
館
で
の
講
演
「
文
学
の
中
の
将
棋
」（
令
和
四

年
五
月
二
十
八
日
）
を
元
に
し
て
い
る
。
席
上
で
貴
重
な
意
見
を
頂
い
た

方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
る
。
本
論
文
はJSPS

科
研
費 JP22K

13043

の

助
成
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
つ
で
あ
る
。

1 

関
口
安
義
「
久
米
正
雄
書
簡
の
語
る
も
の

―
一
九
一
五
年
秋
、
第
四
次
『
新

思
潮
』
創
刊
前
夜
」（『
文
士
の
友
情 

芥
川
龍
之
介
と
菊
池
寛
・
久
米
正
雄
』
山

梨
県
立
文
学
館
、
平
成
十
五
年
九
月
）

2 

関
口
安
義
「
芥
川
龍
之
介
の
漱
石
山
房
初
訪
問
日
に
つ
い
て
」（『
夏
目
漱
石
と

芥
川
龍
之
介
』
新
宿
区
漱
石
山
房
記
念
館
、
令
和
四
年
十
月
）

3 

青
頭
巾
「
読
ん
だ
も
の
」（『
新
潮
』
大
正
五
年
四
月
）

4 

成
瀬
正
一
「
骨
晒
し
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
年
二
月
）

5 

越
智
治
男
『
明
治
大
正
の
劇
文
学
』（
塙
書
房
、
昭
和
四
十
六
年
九
月
）、
大
笹

吉
雄
『
日
本
現
代
演
劇
史 

明
治
・
大
正
篇
』（
白
水
社
、
昭
和
六
十
年
三
月
）

6 

竹
盛
天
雄
「
鷗
外 

そ
の
紋
様
・
そ
の
７
」（『
国
文
学
』
昭
和
五
十
四
年
十
月
）

に
詳
し
い
。

7 

成
瀬
正
一
訳
、
ロ
マ
ン・ロ
オ
ラ
ン
『
ト
ル
ス
ト
イ
』（
新
潮
社
、
大
正
五
年
三
月
）

8 

成
瀬
正
一
「
ロ
オ
ラ
ン
氏
の
手
紙
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
年
六
月
）

9 

長
谷
川
天
渓
「
幻
滅
時
代
の
芸
術
」（『
太
陽
』
明
治
三
十
九
年
十
月
）

10 

長
谷
川
天
渓
「
論
議
的
遊
戯
を
排
す

―
所
謂
自
然
主
義
の
立
脚
地
を
論
ず
」

（『
太
陽
』
明
治
四
十
年
十
月
）

11 

蒼
瓶
（
森
田
草
平
）「
文
壇
近
事
」（『
朝
日
新
聞
』
明
治
四
十
三
年
五
月
二
十
四

日
）

12 
上
司
小
剣
「
遊
戯
」（『
早
稲
田
文
学
』
明
治
四
十
四
年
三
月
）

13 
久
米
正
雄
『
二
階
堂
放
話
』（
新
英
社
、
昭
和
十
年
十
二
月
）、
松
岡
譲
「
第
四

次
新
思
潮
」（
複
製
版
『
新
思
潮
』
別
冊
「
解
説
」
臨
川
書
店
、
昭
和
四
十
二

年
十
二
月
）

14 

菊
池
寛
「
半
自
叙
伝
」（『
新
潮
』
昭
和
二
十
二
年
六
月
）



42将棋と文学スタディーズ ２

15 

菊
池
寛
「
半
自
叙
伝
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
四
年
七
月
）

16 
菊
池
寛
「
無
名
作
家
の
日
記
」（『
中
央
公
論
』
大
正
七
年
七
月
）

17 
菊
池
寛
「
半
自
叙
伝
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
四
年
六
月
）

18 

た
と
え
ば
、
資
金
準
備
の
た
め
に
菊
池
を
除
く
四
人
で
共
同
翻
訳
に
取
り
組
ん

で
い
た
こ
と
な
ど
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
よ
う
な
、
創
刊
に
当
た
っ
て
の
仲
間
外
れ

の
よ
う
な
思
い
を
菊
池
が
持
つ
機
会
は
少
な
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

19 

菊
池
寛
「
半
自
叙
伝
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
四
年
七
月
）

20 

菊
池
寛
「
将
棋
の
追
憶
」（『
将
棋
世
界
』
一
九
三
八
年
四
月
）。
全
集
未
収
録
だ

が
西
井
弥
生
子
「
復
刻
菊
池
寛
将
棋
関
連
文
章
」（『
将
棋
と
文
学
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
』
平
成
三
十
一
年
一
月
）
で
指
摘
さ
れ
た
。

21 

倉
島
竹
二
郎
『
近
代
将
棋
の
名
匠
た
ち
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
）

22 

菊
池
寛
「
葬
式
に
行
か
ぬ
訳
」（『
新
小
説
』
大
正
八
年
二
月
）

23 

怪
文
書
事
件
も
含
め
、「
破
船
」
事
件
全
体
に
つ
い
て
は
、
関
口
安
義
『
評
伝
松

岡
譲
』（
小
沢
書
店
、
平
成
三
年
一
月
）、
小
谷
野
敦
『
微
苦
笑
の
人 

久
米
正
雄

伝
』（
中
央
公
論
新
社
、
平
成
二
十
三
年
五
月
）
な
ど
が
詳
し
い
が
、
小
谷
野
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
関
口
の
も
の
は
資
料
の
取
捨
選
択
も
解
釈
も
フ
ェ
ア
な
も

の
と
は
言
い
難
い
面
が
あ
る
。

24 

菊
池
寛
「
神
の
如
く
弱
し
」（『
中
央
公
論
』
大
正
九
年
一
月
）

25 

久
米
正
雄
「
和
霊
」（『
改
造
』
大
正
十
年
四
月
）

26 

菊
池
寛
「
半
自
叙
伝
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
四
年
七
月
）

27 

「
よ
み
う
り
抄
」（『
読
売
新
聞
』
大
正
八
年
一
月
二
十
七
日
）

28 

久
米
正
雄
「
首
塚
の
畔
か
ら
」（『
改
造
』
昭
和
十
三
年
四
月
）。
な
お
、
久
米
正

雄
「
和
霊
」
に
も
、
こ
の
と
き
の
こ
と
を
題
材
に
し
た
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。

29 

中
戸
川
吉
二
「
芥
川
君
と
の
関
係
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二
年
九
月
）

30 

久
米
正
雄
「
大
人
の
喧
嘩
」（『
人
間
集
』
新
潮
社
、
大
正
八
年
十
二
月
）

31 

久
米
正
雄
「
良
友
悪
友
」（『
文
章
世
界
』
大
正
八
年
十
月
）

32 

森
鷗
外
「
青
年
」（『
昴
』
明
治
四
十
四
年
五
月
）

33 

恒
藤
恭
『
旧
友
芥
川
龍
之
介
』（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
二
十
四
年
八
月
）

34 

Ｍ
Ｓ
生
「
我
鬼
窟
百
鬼
会
」（『
文
章
倶
楽
部
』
大
正
八
年
八
月
）

35 

『
新
潮
日
本
文
学
ア
ル
バ
ム
13 

芥
川
龍
之
介
』（
新
潮
社
、昭
和
五
十
八
年
十
月
）

36 

藤
森
順
三
「
文
壇
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ウ
ン
ド
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
八
年
四
月
）、

中
戸
川
吉
二
「
久
米
正
雄
と
い
ふ
男
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
十
年
十
一
月
）、
芥

川
文
『
追
想 

芥
川
龍
之
介
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
十
年
二
月
）、
小
島
政
二
郎

『
長
編
小
説 

芥
川
龍
之
介
』（
読
売
新
聞
社
、
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
）
な
ど
。

37 

小
谷
瑛
輔
「
将
棋
と
文
学
研
究
文
献
人
名
索
引
」（
将
棋
と
文
学
研
究
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
掲
載
資
料
、
平
成
三
十
年
九
月
版
）

38 

菊
池
寛
「
演
劇
私
議
」（『
人
間
』
大
正
九
年
二
月
）、「
敵
打
以
上
」（『
人
間
』

大
正
九
年
四
月
）
な
ど
。

39 

芥
川
龍
之
介
「
日
日
文
芸 

文
壇
総
勘
定
（
四
）
本
年
度
の
作
家
、書
物
、雑
誌
」

（『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
八
年
十
二
月
一
日
）
で
雑
誌
に
つ
い
て
宣
伝
し
、
後
述

す
る
よ
う
に
寿
陵
余
子
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
「
骨
董
羹
」（『
人
間
』
大
正
九
年
四

～
六
月
）
を
発
表
し
た
。

40 

こ
の
時
期
以
降
の
菊
池
の
将
棋
に
ま
つ
わ
る
活
動
は
、
西
井
弥
生
子
「「
石
本
検

校
」
の
世
界
―
菊
池
寛
の
将
棋
」（『
青
山
語
文
』
平
成
二
十
九
年
三
月
）、同
「
復

刻 

菊
池
寛
将
棋
関
連
文
章
」（『
将
棋
と
文
学
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
』
将
棋
と
文
学
研

究
会
、
平
成
三
十
一
年
一
月
）、
同
「
菊
池
寛
「
上
意
打
」
に
表
れ
た
将
棋
観
―

名
人
戦
構
想
と
の
共
通
性
」（『
青
山
語
文
』
令
和
二
年
三
月
）
な
ど
の
一
連
の

研
究
に
詳
し
い
。
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41 

倉
島
竹
二
郎
『
近
代
将
棋
の
名
匠
た
ち
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
）

42 
菊
池
寛
「
勝
負
事
と
心
境
」（『
中
央
公
論
』
大
正
十
三
年
六
月
）

43 
章
瑋
「
芥
川
龍
之
介
と
将
棋
」（
将
棋
と
文
学
研
究
会
口
頭
発
表
、
平
成

二
十
九
年
十
一
月
十
九
日
）
に
示
唆
を
受
け
た
。

44 

た
だ
し
、
小
穴
が
将
棋
を
完
全
に
辞
め
た
わ
け
で
は
な
く
そ
の
後
も
指
し
て
い

た
こ
と
は
、
中
川
一
政
「
遠
く
の
顔 

小
穴
隆
一
」（『
季
刊
銀
花
』
昭
和
五
十
一

年
十
二
月
）
な
ど
か
ら
分
か
る
。

45 

「
布
施
弁
天
寄
書
き
」（
日
本
近
代
文
学
館
編
『
芥
川
龍
之
介
の
書
画
』
二
玄
社
、

平
成
二
十
一
年
十
月
）

46 

芥
川
龍
之
介
「
私
の
生
活
」（『
文
章
倶
楽
部
』
大
正
九
年
一
月
）

47 

「
芥
川
氏
の
遊
戯
嫌
い
」（『
文
章
倶
楽
部
』
大
正
十
四
年
一
月
）

48 

瀧
井
孝
作
「
小
感
」（『
芥
川
龍
之
介
全
集 
月
報
』
第
五
号
、
昭
和
十
年
三
月
）

49 

芥
川
龍
之
介
、
井
川
恭
宛
書
簡
、
大
正
三
年
三
月
二
十
一
日

50 

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
二
巻
（
岩
波
書
店
、
平
成
九
年
十
月
）
所
収
。

51 

本
間
久
雄
「
浪
漫
主
義
か
現
実
主
義
か
」（『
新
小
説
』
大
正
七
年
十
月
）

52 

芥
川
龍
之
介
「
或
悪
傾
向
を
排
す
」（『
中
外
』
大
正
七
年
十
一
月
）

53 

小
谷
瑛
輔
「「
新
技
巧
派
」
は
「
迷
惑
な
貼
札
」
か

―
「
羅
生
門
の
後
に
」

「
饒
舌
」」（『
小
説
と
は
何
か
？ 

芥
川
龍
之
介
を
読
む
』
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成

二
十
九
年
十
二
月
）

54 

芥
川
龍
之
介
「
芸
術
そ
の
他
」（『
新
潮
』
大
正
八
年
十
一
月
）

55 

寿
陵
余
子
（
芥
川
龍
之
介
）「
骨
董
羹
」（『
人
間
』
大
正
九
年
六
月
）

56 

芥
川
龍
之
介
、
佐
佐
木
茂
索
宛
書
簡
、
大
正
九
年
十
一
月
十
一
日

57 

大
西
永
昭
「〈
売
文
〉
小
説
と
メ
タ
構
造
―
芥
川
龍
之
介
「
奇
遇
」
試
論
―
」（『
国

文
学
攷
』
平
成
二
十
年
六
月
）、
同
「
戦
略
と
し
て
の
〈
売
文
〉
小
説

―
芥

川
龍
之
介
「
葱
」
試
論
」（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
二
十
一
年
五
月
）、
同
「
芥

川
龍
之
介
を
め
ぐ
る
大
正
期
の
〈
売
文
〉
状
況

―
「
書
く
こ
と
が
な
い
」
こ

と
を
書
く
小
説
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（『
語
文
と
教
育
』
平
成
二
十
二
年
八

月
）、
同
「
芥
川
文
学
に
お
け
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
売
文
の
問
題
」（『
芥
川

龍
之
介
研
究
』
平
成
三
十
年
七
月
）
な
ど
で
集
中
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
。

58 

芥
川
龍
之
介
「
芭
蕉
雑
記
」（『
新
潮
』
大
正
十
二
年
十
一
月
）

59 

芥
川
龍
之
介
「
東
西
問
答
」（『
時
事
新
報
』
大
正
十
三
年
五
月
八
日
）

60 

室
生
犀
星
『
高
麗
の
花
』（
新
潮
社
、
大
正
十
三
年
九
月
）

61 

芥
川
龍
之
介
「「
高
麗
の
花
」
読
後
」（『
東
京
日
日
新
聞
』
大
正
十
三
年
十
月

六
日
）

62 

大
西
永
昭
「
ユ
ー
モ
ア
と
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

―
芥
川
龍
之
介
「
葱
」
再
論
」

（『
芥
川
龍
之
介
研
究
』
令
和
二
年
七
月
）

63 

芥
川
龍
之
介
「
葱
」（『
新
小
説
』
大
正
九
年
一
月
）

64 

拙
稿
「
切
実
か
、
不
真
面
目
か

―
芥
川
龍
之
介
の
〈
神
聖
な
愚
人
〉
と
メ
タ

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」（『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
平
成
二
十
八
年
二
月
）

65 

芥
川
龍
之
介
「
少
年
続
編
」（『
中
央
公
論
』
大
正
十
三
年
五
月
）

66 

徳
田
秋
声「
四
月
の
作
品（
四
）」（『
報
知
新
聞
』夕
刊
、大
正
十
三
年
三
月
五
日
）

67 

拙
稿
「
芥
川
龍
之
介
に
お
け
る
「sentim

entalism

」「
サ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ

ム
」「
セ
ン
テ
ィ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」―
「
羅
生
門
」、「
葱
」か
ら「
少
年
」
ま
で
」（『
芥

川
龍
之
介
研
究
』
平
成
三
十
年
七
月
）

68 
拙
著
『
小
説
と
は
何
か
？ 

芥
川
龍
之
介
を
読
む
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
平
成

二
十
九
年
十
二
月
）
全
体
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
テ
ー
マ
が
こ
れ
で
あ
る
。

69 

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
二
十
三
巻
（
岩
波
書
店
、
平
成
十
年
一
月
）

70 

柳
川
隆
之
介
「
老
年
」（『
新
思
潮
』
大
正
三
年
五
月
）
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71 

芥
川
龍
之
介
「
羅
生
門
」（『
帝
国
文
学
』
大
正
四
年
十
一
月
）

72 
芥
川
龍
之
介
「
鼻
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
年
二
月
）

73 
芥
川
龍
之
介
「
芋
粥
」（『
新
小
説
』
大
正
五
年
九
月
）

74 

芥
川
龍
之
介
「
孤
独
地
獄
」（『
新
思
潮
』
大
正
五
年
四
月
）

75 

芥
川
龍
之
介
「
手
巾
」（『
中
央
公
論
』
大
正
五
年
十
月
）

76 

芥
川
龍
之
介
「
狢
」（『
読
売
新
聞
』
大
正
六
年
三
月
十
一
日
）

77 

芥
川
龍
之
介
「
南
瓜
」（『
読
売
新
聞
』
大
正
七
年
二
月
二
十
四
日
）

78 

芥
川
龍
之
介
「
龍
」（『
中
央
公
論
』
大
正
八
年
五
月
）

79 

芥
川
龍
之
介
「
片
恋
」（『
文
章
世
界
』
大
正
六
年
十
月
）

80 

芥
川
龍
之
介
「
黄
梁
夢
」（『
中
央
文
学
』
大
正
六
年
十
月
）

81 

芥
川
龍
之
介
「
魔
術
」（『
赤
い
鳥
』
大
正
九
年
一
月
）

82 

芥
川
龍
之
介
「
舞
踏
会
」（『
新
潮
』
大
正
九
年
一
月
）

83 

芥
川
龍
之
介
「
南
京
の
基
督
」（『
中
央
公
論
』
大
正
九
年
七
月
）

84 

芥
川
龍
之
介
「
藪
の
中
」（『
新
潮
』
大
正
十
一
年
一
月
）

85 

芥
川
龍
之
介
「
河
童
」（『
改
造
』
大
正
二
年
三
月
）

86 

芥
川
龍
之
介
「
歯
車
」（『
大
調
和
』
昭
和
二
年
六
月
、『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二

年
十
月
）

87 

菊
池
寛
「
勝
負
事
」（『
新
小
説
』
大
正
九
年
一
月
）

88 

夏
目
漱
石
、
芥
川
龍
之
介
宛
書
簡
、
大
正
五
年
九
月
二
日

89 

秦
豊
吉
「
十
月
文
壇 

二
」（『
時
事
新
報
』
大
正
五
年
十
月
八
日
）

90 

南
部
修
太
郎
「
現
代
作
家
に
対
す
る
批
判
と
要
求
」（『
新
潮
』
大
正
十
年
六
月
）

91 

小
宮
豊
隆
「
今
月
読
ん
だ
戯
曲
、
小
説
三
」（『
時
事
新
報
』
大
正
五
年
九
月

十
九
日
）

92 

森
田
草
平
「
新
秋
の
創
作
を
読
む 

三
」（『
時
事
新
報
』
大
正
六
年
九
月
六
日
）

93 

石
坂
養
平
「
芥
川
龍
之
助
論
」（『
文
章
世
界
』
大
正
八
年
四
月
）

94 

江
口
渙
「
わ
が
文
学
半
生
記
（
十
）
そ
の
頃
の
芥
川
龍
之
介
（
４
）」（『
新
日
本

文
学
』
昭
和
二
十
八
年
四
月
）

95 

中
戸
川
吉
二
「
久
米
正
雄
と
い
ふ
男
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
十
年
十
一
月
）

96 

佐
佐
木
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、『
新
・
人
国
記
』
第
五
巻
（
朝
日
新
聞
社
、
昭

和
三
十
九
年
二
月
）、
車
谷
弘
「
佐
佐
木
茂
索
年
譜
」（『
佐
佐
木
茂
索
随
筆
集
』

文
藝
春
秋
、
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
）、
松
本
清
張
『
形
影
』（
文
藝
春
秋
、
昭

和
五
十
七
年
十
月
）
な
ど
に
詳
し
く
、
以
下
の
記
述
は
そ
れ
ら
に
拠
っ
た
。

97 

佐
佐
木
茂
索
「
お
ぢ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
の
話
」（『
新
小
説
』
大
正
八
年

十
一
月
）

98 

芥
川
龍
之
介
、
佐
佐
木
茂
索
宛
書
簡
、
大
正
八
年
十
一
月
十
八
日

99 

佐
佐
木
茂
索
『
春
の
外
套
』（
金
星
堂
、
大
正
十
三
年
十
一
月
）

100 

松
本
清
張
『
形
影
』（
文
藝
春
秋
、
昭
和
五
十
七
年
十
月
）

101 

佐
佐
木
茂
索
「
逆
目
立
つ
」（『
中
央
公
論
』
大
正
十
五
年
四
月
）

102 

本
作
に
つ
い
て
は
春
原
千
秋
『
将
棋
を
愛
し
た
文
豪
た
ち
』（
メ
デ
ィ
カ
ル 

カ
ル

チ
ュ
ア
、
平
成
六
年
三
月
）
で
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

103 

佐
藤
春
夫
「
月
評
的
雑
文
４
」（『
報
知
新
聞
』
大
正
十
五
年
四
月
二
日
）

104 

倉
島
竹
二
郎
『
近
代
将
棋
の
名
匠
た
ち
』（
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
六
年
十
月
）

105 

佐
佐
木
茂
索
「
僕
の
澄
江
堂
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
三
年
十
月
）

106 

原
資
料
は
日
本
近
代
文
学
館
所
蔵
。
引
用
は
『
日
本
近
代
文
学
館
年
誌 

資
料

探
索
』（
平
成
三
十
年
三
月
）
よ
り
。

107 
下
島
勲
『
人
犬
墨
』（
竹
村
書
房
、
昭
和
十
一
年
八
月
）

108 

芥
川
龍
之
介
「
晩
春
売
文
日
記
」（『
新
潮
』
昭
和
二
年
六
月
）

109 

山
岸
郁
子
「
フ
ィ
ル
ム
の
中
の
作
家
た
ち

―
宣
伝
ツ
ー
ル
と
し
て
の
『
現
代
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日
本
文
学
巡
礼
』」『
文
学
』
平
成
十
四
年
十
一
、十
二
月
号

110 
『
企
画
展 

映
像
に
残
さ
れ
た
文
士
た
ち

―
「
現
代
日
本
文
学
巡
礼
」
フ
ィ
ル

ム
よ
り
』（
こ
お
り
や
ま
文
学
の
森
資
料
館
、
平
成
十
四
年
十
月
）

111 

下
島
勲
「
芥
川
龍
之
介
氏
終
焉
の
前
後
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二
年
九
月
）

112 

『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
十
三
巻
（
岩
波
書
店
、
平
成
十
二
年
二
月
）

113 

志
賀
直
哉
「
沓
掛
に
て
―
芥
川
君
の
事
」（『
中
央
公
論
』
昭
和
二
年
九
月
）

114 

小
澤
保
博
「
芥
川
龍
之
介
研
究
ノ
ー
ト
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
平
成

二
十
年
八
月
）

115 

江
口
渙
「
わ
が
文
学
半
生
記
（
十
）
そ
の
頃
の
芥
川
龍
之
介
（
４
）」（『
新
日
本

文
学
』
昭
和
二
十
八
年
四
月
）

116 

菊
池
寛
「
芥
川
の
事
ど
も
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二
年
九
月
）

117 

芥
川
龍
之
介
「
十
本
の
針
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二
年
九
月
）

118 

芥
川
龍
之
介
「
侏
儒
の
言
葉
」（『
文
藝
春
秋
』
昭
和
二
年
十
月
）

［
明
治
大
学
］




